
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

～
理
性
の
意
義
と
役
割
一

山

田

弘

明

は
し
が
き

　
　
　
本
論
の
色
的
は
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
「
理
性
」
の
意
義
を
決
定
し
、
彼
の
全
哲
学
に
お
け
る
理
性
の
役
割
を
検
討
す
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
所
謂
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
の
隠
れ
た
面
に
少
し
く
光
を
当
て
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
周
知
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
が
近
代
合
理
主
義
思
想
の
複
で
あ
る
こ
と
は
、
哲
学
史
上
の
疑
い
え
な
い
事
実
で
あ
る
と
轡
わ
れ
る
。
し
か

　
　
し
、
ま
さ
に
合
理
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
一
体
何
で
あ
る
か
、
ど
う
い
う
意
味
で
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
祖
と
い
え
る
の
か
、

　
　
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
。
一
九
四
五
年
、
ジ
ャ
ン
ー
ー
ラ
ポ
ル
ト
が
、
デ
カ
ル
ト
即
合
理
主
義
者
と
い
う
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
来
の
考
え
方
に
疑
問
を
提
出
し
て
以
来
、
そ
の
問
題
は
様
々
な
立
場
か
ら
、
し
ば
し
ぽ
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
に
よ

　
　
れ
ぽ
、
最
終
的
結
論
は
未
だ
出
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
デ
カ
ル
ト
流
に
雷
う
な
ら
ば
、
「
意
見
の
多
様
性
と
い
う
も
の
は
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
わ
れ
わ
れ
が
様
々
な
道
に
よ
っ
て
思
考
を
導
き
、
同
じ
こ
と
が
ら
を
考
察
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
由
来
す
る
」
の

　
　
で
あ
る
。
実
際
、
合
理
主
義
と
い
う
上
葉
で
論
者
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
お
ら
ず
、
様
々
で
あ
る
点
に
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
Q
さ
ら
に
、
書
葉
と
い
う
薗
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
な
ら
、
「
合
理
主
義
篇
と
い
う
雷
葉
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

　
　
デ
カ
ル
ト
の
、
ど
の
著
作
の
中
に
も
見
当
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
忠
審
に
従
え
ば
「
私
の
著
書
の
中
に
、
は
っ
き
り
と

632　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
盆
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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（
7
）

　
　
示
さ
れ
て
い
な
い
ど
の
よ
う
な
意
見
も
、
決
し
て
私
に
属
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
し
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
云
々
を
語
る
前
に
、
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
帰
り
、
含
理
主
義
と
深
い
関
係

　
　
を
持
っ
た
イ
デ
ー
、
し
か
も
間
じ
こ
と
が
ら
を
指
し
示
し
、
テ
キ
ス
ト
の
文
面
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
イ
デ
ー
を
探
し
幽
さ
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
理
性
」
が
、
そ
の
最
も
重
要
な
イ
デ
ー
の
中
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
直
ち
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
に
「
理
性
」
は
「
合
理
主
義
」
の
語
源
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
の
中
に
形
を
変
え
な
が
ら
も
幾
度
と
な
く
、
は
っ
き
り
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
示
さ
れ
た
轡
葉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
第
三
に
、
「
理
性
」
と
い
う
明
晰
に
規
定
さ
れ
た
同
～
事
態
に
つ
い
て
、
あ

　
　
る
程
度
普
遍
的
に
語
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
合
理
主
義
そ
の
も
の
を
直
接
論
じ
る
こ
と
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
が
「
理
性
」
と
い
う
書
葉
で
何
を

　
　
理
解
し
て
い
た
か
を
、
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
吟
味
し
、
そ
の
上
で
所
謂
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
に
筆
者
な
り
の
反
省
を
加
え
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
こ
こ
で
、
本
論
の
構
成
に
つ
い
て
大
ま
か
な
見
当
を
つ
け
て
お
き
た
い
。
ま
ず
問
題
を
歴
史
的
に
考
え
て
、
十
六
・
七
世
紀
の
思
想
的

　
状
況
に
視
点
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
的
理
性
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
、
な
ぜ
デ
カ
ル
ト
が
と
り
わ
け
理
性
を
哲
学
の
前
面
に
挿

　
　
　
（
1
0
）

　
　
し
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
読
み
取
り
た
い
（
序
章
）
。
次
に
、
テ
キ
ス
ト
に
従
っ
て
、
理
性
の
意
義
を
定
め
、
そ
導
か
ら
生
起
す
る

　
諸
問
題
を
考
察
す
る
（
第
一
章
）
。
次
に
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
金
体
に
お
け
る
理
性
の
役
割
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
理
性
は

　
彼
の
全
思
想
と
有
機
的
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
を
、
そ
の
背
景
を
な
す
思
想
と
切
り
離
し
て
は
語
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
便
宜
的
に
理
性
に
三
つ
の
側
面
を
考
え
て
み
た
。
第
一
は
、
主
知
主
義
的
側
面
で
あ
り
、
こ
の
観
点
の
下
に
理
性
と

　
方
法
及
び
自
然
学
と
の
関
係
を
見
る
（
第
二
章
）
Q
第
二
に
、
形
而
上
学
的
側
面
の
下
に
、
理
性
と
形
稲
上
学
と
の
闘
係
を
究
明
す
る
（
第

　
三
章
）
。
最
後
に
、
理
性
の
実
践
的
側
面
の
下
に
、
モ
ラ
ル
及
び
信
仰
に
お
け
る
理
性
の
役
割
を
調
べ
て
み
た
い
（
第
四
章
）
。
こ
う
し
た

　
　
一
連
の
作
業
の
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
を
も
し
合
理
主
義
と
呼
ぶ
な
ら
ぽ
、
そ
れ
が
彼
の
内
藤
に
お
い
て
ど
う
い
う
形
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（
1
）
　
本
稿
は
一
九
七
五
年
、
筆
溝
が
リ
ヨ
ン
大
学
文
学
部
に
弾
出
し
た
岡
名
の
学
位
論
文
に
手
を
加
え
て
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
9
囲
¢
。
零
答
ρ
ピ
Φ
労
簿
岡
§
鉱
｝
娩
B
①
留
O
霧
8
陰
の
。
。
（
評
留
．
り
り
醤
）
●
マ
函
．

（
3
）
　
ラ
ポ
ル
ト
が
、
心
身
論
や
無
限
論
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
の
非
合
理
性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
メ
ナ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
的
含
理
主
義
の
本
質
は

　
理
性
に
大
き
な
力
を
認
め
た
主
意
空
義
だ
と
し
た
（
”
寒
。
。
嵩
鎚
9
門
Φ
影
簿
δ
ま
蕃
昌
お
儀
o
U
σ
ω
＄
隣
Φ
。
。
”
曾
霧
い
霧
国
8
¢
O
閃
ω
℃
国
圃
び
○
ω
○
℃
¢
H
ρ
d
霧
’

　
お
㎝
O
）
Q
ア
ル
キ
エ
は
ラ
ポ
ル
ト
の
議
論
を
一
応
認
め
な
が
ら
も
「
デ
カ
ル
ト
の
関
心
菓
は
、
そ
の
よ
う
な
非
合
理
性
の
強
謁
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

　
可
知
的
臼
然
と
形
而
上
学
と
い
う
二
つ
の
絹
容
れ
ぬ
プ
ラ
ン
の
二
元
性
に
よ
っ
て
非
合
理
性
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
た
（
男
．
》
5
鼠
少
び
螢

　
伍
価
o
o
β
〈
費
8
毯
勲
鋤
℃
7
《
。
。
一
ρ
q
o
島
①
鴨
げ
。
琶
ヨ
①
o
冨
N
U
霧
。
鋤
ぽ
Φ
ω
H
O
㎝
O
．
や
G
◎
）
。
億
方
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ジ
エ
は
ラ
ポ
ル
ト
を
強
く
支
持
し
た
う
え
で
、
デ
カ

　
ル
ト
の
合
理
主
義
は
、
ト
マ
ス
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
合
理
主
義
だ
と
結
論
し
た
Q
●
0
7
の
く
p
濠
炉
ぴ
①
ω
讐
昏
奏
】
…
菰
蕾
O
能
。
鋤
牌
①
。
。
“
山
欝
ω
り
罵

　
σ
同
×
ω
国
℃
8
国
ζ
国
ω
擁
○
び
甲
同
霧
ω
）
。
ゲ
ル
ー
は
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
の
探
書
さ
を
認
め
る
が
、
た
だ
そ
れ
が
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お

　
い
て
で
は
な
く
、
非
合
理
肩
白
要
素
を
理
性
に
よ
っ
て
全
て
決
定
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
し
た
（
家
’
○
二
臼
。
¢
置
O
o
8
農
け
震
ω
色
§

　
｝
、
o
昆
お
審
ω
鎚
貯
○
勝
P
這
㎝
G
。
冒
戸
ワ
b
。
り
り
）
o
そ
の
他
、
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
を
論
じ
た
も
の
に
、
い
．
℃
箆
類
簿
“
い
①
ω
ヨ
。
欝
。
質
醗
。
。
鉱
信
融
く
色
。
℃
需
影
。
艮

　
山
。
訂
轟
於
。
鄭
昂
露
○
霧
B
吋
酔
認
ψ
審
誘
国
¢
知
○
謁
ψ
這
Q
◎
3
》
・
国
○
胃
画
囲
。
墨
瓜
。
轟
蔚
2
0
穿
O
窪
。
舞
8
ω
飢
．
繋
⊃
嘆
。
．
。
。
窯
■
ピ
毬
。
冨
ρ
〔
ド
諺
国
¢
閃
○
認
”

　
μ
①
湛
①
c
な
ど
が
あ
る
。

（
4
）
　
黛
・
。
0
4
囮
「
》
・
β
＜
H
9
鱒
（
1
1
U
貯
8
ξ
山
留
ぽ
ζ
窪
冒
a
ρ
湿
気
冨
肖
〔
δ
畠
蕊
ま
聾
江
9
》
曾
欝
⑦
け
↓
§
零
蔓
．
＜
o
憎
く
H
．
冨
α
q
Φ
楠
）

（
5
）
　
「
合
理
主
義
」
の
一
般
的
意
義
は
「
在
る
も
の
す
べ
て
こ
れ
可
知
的
と
す
る
説
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て
の
確
実
な
認
識
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸

　
原
理
か
ら
来
る
と
す
る
黒
し
で
あ
る
（
》
．
麺
ぎ
α
ρ
＜
§
げ
垂
冨
§
冨
憂
①
簿
。
き
虐
。
伽
Φ
萄
雷
ぎ
ω
。
9
一
①
）
。
諸
家
は
、
こ
の
共
通
な
理
解
の

　
上
に
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
各
人
各
様
に
、
特
殊
的
意
義
を
付
け
加
え
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
、
メ
ナ
ー
ル
は
、

　
先
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
主
慧
主
義
と
解
し
、
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
合
理
主
義
、
ア
ル
キ
エ
は
哲
学
的
合
理
主
義
（
閏
も
湯
5
三
画
ω
戯
ゑ
－

　
囲
閂
8
瓢
8
恥
Φ
誉
℃
ぼ
す
8
℃
ぴ
δ
μ
り
譲
．
℃
や
誌
Q
。
i
一
8
）
と
説
弱
す
る
。
ラ
ポ
ル
ト
に
い
た
っ
て
億
、
経
験
主
義
と
さ
え
雷
う
の
で
あ
る
（
欝
竃
答
ρ

　
o
や
6
狸
ワ
蒔
ミ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て

五
七
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五
八

（
6
）
　
「
含
理
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
十
六
・
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
医
学
・
及
び
神
学
用
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
哲
学
用
語
と
な
っ
た
の
は
十
九

　
．
世
紀
に
お
い
て
で
あ
る
（
幻
。
風
聞
∬
U
器
臥
0
5
づ
鉱
同
母
℃
び
帥
ま
鉱
像
6
簿
p
。
諺
巴
○
触
ρ
〆
δ
山
①
焦
げ
ご
σ
Q
爲
の
h
醤
需
鉱
。
・
Φ
）
o
主
に
、
そ
の
世
紀
の
哲
学
史
家
た
ち

　
が
、
デ
カ
ル
ト
に
そ
の
名
を
冠
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
英
語
で
舅
［
陣
。
葛
蕾
げ
と
い
う
言
葉
は
、
十
七
世
紀
、
す
で
に
フ
ラ
ン
シ
ス
・
べ
ー
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
シ
　
オ
　
ナ
　
リ
　
ス
　
ト

　
ン
の
著
作
の
中
に
見
え
る
。
　
「
経
験
論
の
哲
学
者
た
ち
は
、
ア
リ
の
如
く
で
あ
る
が
…
…
合
理
主
義
者
た
ち
は
ク
モ
の
如
く
で
あ
る
。
」
（
O
b
．
U
・
）

（
7
）
箏
，
§
嘗
偽
■
軍
ひ
穿
Φ
．
》
－
↓
．
国
図
山
や
ト
。
9

（
8
）
跨
蝕
・
葛
翻
幕
く
好
謎
陣
岡
。
器
鵠
く
じ
葎
陣
。
（
豊
⇔
熱
ω
露
Y

（
9
）
　
筆
者
は
、
デ
カ
ル
ト
の
全
著
作
の
申
か
ら
、
「
理
性
」
お
よ
び
、
そ
の
一
義
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
良
識
」
、
「
霞
然
の
光
」
と
い
う
言
葉
の

　
使
溺
頻
度
を
数
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
、
「
理
性
」
、
一
〇
四
園
、
「
良
識
」
、
七
回
、
「
自
然
の
光
」
五
二
回
で
あ
っ
た
。
（
o
臨
。
尊
弓
■
○
濠
o
P
囲
巳
Φ
×

　
。
。
8
げ
。
・
瓜
8
6
鍵
［
傍
刷
g
．
唱
．
ト
⊃
α
り
）

（
1
0
）
　
た
と
え
ば
、
理
性
の
普
遍
性
、
重
要
盤
を
、
「
方
法
序
説
」
の
濡
話
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
象
徴
約
で
あ
る
。

序
章
　
デ
カ
ル
ト
的
理
性
の
形
成

　
周
知
の
よ
う
に
「
方
法
序
説
」
瀬
頭
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
理
性
の
存
在
と
平
等
と
を
、
極
め
て
印
象
的
に
提
示
し
た
、
「
良
識
（
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
わ
ち
理
性
）
は
こ
の
世
で
最
も
よ
く
配
分
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
。
だ
が
、
彼
は
な
ぜ
こ
と
さ
ら
こ
の
よ
う
な
．
理
性
宜
習
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
間
に
答
え
る
た
め
に
は
デ
カ
ル
ト
の
理
性
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
、
そ
の
由
来
を
調
べ
て
み
る
こ
と

が
有
益
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
時
代
に
か
け
て
の
思
想
的
状
況
を
想
い
浮
か
べ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

十
六
・
七
世
紀
の
ヨ
ー
揖
ッ
パ
は
実
に
様
々
な
思
想
家
が
輩
訳
し
た
時
代
で
あ
り
、
渾
沌
と
し
な
が
ら
も
百
花
悩
乱
の
盛
況
を
呈
し
て
い

た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
は
少
く
と
も
三
つ
の
際
立
っ
た
潮
流
が
認
め
ら
れ
る
。

　
そ
の
一
つ
は
、
パ
ド
ヴ
ァ
学
派
の
祖
、
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
（
一
四
六
二
i
一
五
二
五
）
を
中
心
と
す
る
合
理
主
義
的
傾
向
の
思
想
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
精
神
の
最
も
大
き
な
源
流
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
◎
デ
カ
ル
ト
は
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
の
名
を
ど
こ
に
も
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（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

引
用
し
て
い
な
い
し
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
一
つ
の
歴
然
と
し
た
基
本
的
対
応
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
閥

理
性
を
信
仰
の
権
威
か
ら
独
立
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
（
8
話
0
3
窪
の
傷
Φ
一
ヨ
ヨ
。
洋
既
帥
＄
溶

霞
ぎ
p
。
ρ
嶺
嵩
）
に
お
い
て
、
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
は
魂
の
不
死
を
問
う
た
が
、
そ
れ
は
「
啓
示
や
奇
蹟
を
問
題
と
せ
ず
、
た
だ
自
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

（
理
性
）
の
限
界
内
に
お
い
て
」
問
う
た
の
で
あ
る
。
彼
の
結
論
は
「
い
か
な
る
自
然
的
理
性
も
魂
が
不
死
な
る
こ
と
を
論
証
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

し
、
ま
た
魂
が
死
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
論
証
で
き
な
い
砿
で
あ
っ
た
。
結
局
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
問
題
は
、
理
性
の
限
界
を
越
え
る
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

え
、
理
挫
に
よ
っ
て
解
き
え
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
悶
題
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
ど
う
考
え
た
か
。
彼
は
メ
ル
セ
ソ
ヌ
に
あ
て
た
手

紙
の
中
で
、
「
省
察
」
第
二
版
に
お
い
て
「
私
は
魂
の
不
死
に
つ
い
て
一
書
も
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
私
は
神
が
そ
れ
を
抹
殺
す
る
は
ず
が
な
い
と
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
魂
の
本
性
は
身
体
の
そ
れ
と
は
全
く
区
別
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

従
っ
て
魂
は
本
性
的
に
身
体
と
共
に
死
に
服
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

彼
は
魂
の
不
死
性
を
神
の
意
図
に
お
い
て
直
接
知
ろ
う
と
は
せ
ず
に
、
問
題
を
理
性
の
地
平
に
置
き
、
心
身
の
実
在
的
区
別
と
い
う
原
則

か
ら
間
接
的
に
論
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
魂
の
問
題
は
、
「
神
学
よ
り
も
む
し
ろ
哲
学
の
論
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
べ

（
9
）

き
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
神
論
者
を
説
得
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
Q
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
の
結
論
は
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
と
明

ら
か
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
ち
が
い
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
問
題
に
対
す
る
態
度
は
、
ス
コ
ラ
の
ド
グ
マ
や
信
仰
の
権
威
か
ら
理
性

を
解
放
し
、
人
閾
理
性
の
地
平
で
議
論
を
す
る
と
い
う
点
で
そ
の
軌
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
の
、
こ
う
し
た
合
理
的

傾
向
は
、
そ
の
後
、
デ
カ
ル
ト
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
大
き
な
思
潮
を
形
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
同
じ
パ
ド
ヴ
ァ
学
派
の
一
人
で
あ

っ
た
カ
ル
ダ
ジ
（
一
五
〇
一
⊥
五
七
六
）
は
・
神
秘
著
者
と
さ
れ
な
が
ら
も
提
の
解
繁
用
意
し
た
人
で
あ
旭
ラ
ム
ス
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

五
一
五
一
一
五
七
二
）
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
理
学
を
理
性
の
名
に
お
い
て
拒
絶
し
た
。
ブ
ル
ー
ノ
ー
（
一
五
四
八
一
一
六
〇
〇
）
は
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

リ
ス
ト
テ
レ
ス
縫
ス
コ
ラ
の
伝
統
に
抗
し
て
宇
宙
の
無
限
性
を
唱
え
た
。
ス
ワ
レ
ス
（
一
五
四
八
－
一
六
～
七
）
は
こ
う
し
た
思
潮
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

対
の
立
場
に
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
後
に
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
様
々
な
合
理
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
F
・
ベ
ー
コ
ン
（
一
五

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
舎
理
主
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
榊
箏
研
町
究
　
　
笈
剛
五
百
　
…
一
十
三
口
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

六
一
一
｝
六
一
二
）
は
新
し
い
学
問
を
再
構
築
す
る
に
際
し
、
古
代
の
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
感
覚
主
義
と
呂
さ
れ
る
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ソ
パ
ネ
ル
ラ
（
一
五
六
八
一
一
六
三
九
）
は
、
そ
の
学
説
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
と
意
見
を
異
に
し
た
が
、
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

を
攻
撃
し
た
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
無
神
論
者
を
代
表
す
る
ヴ
ァ
ニ
ー
二
（
一
五
八
九
f
一
六
一
九
）
や
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ド
・
ヴ
ィ
オ

（
…
五
九
一
…
晶
六
二
六
）
は
、
膚
由
思
想
家
ポ
ン
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
を
そ
の
祖
と
し
、
岡
時
代
の
デ
カ
ル
ト
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

わ
れ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
デ
カ
ル
ト
（
一
五
九
六
一
一
六
五
〇
）
は
、
メ
ル
セ
ソ
ヌ
（
一
五
八
八
一
＝
ハ
四
八
）
、
ホ
ッ
ブ
ス
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

八
八
1
＝
ハ
七
九
）
、
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
（
一
五
九
ニ
ー
一
六
五
五
）
な
ど
の
夕
景
代
の
思
想
家
と
と
も
に
、
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
の
創
始
し
た

知
的
風
土
1
す
な
わ
ち
理
性
を
信
仰
や
古
代
の
権
威
か
ら
独
立
さ
せ
、
了
理
性
を
唯
一
の
よ
り
所
と
し
て
自
由
に
も
の
を
考
え
る
と
い
う

合
理
主
義
的
風
土
一
の
中
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
デ
カ
ル
ト
の
理
性
も
こ
う
し
た
風
土
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
説
よ
り
も
理
性
が
入
国
的
認
識
の
規
準
と
な
る
の
で
あ
り
、
「
権
威
に
譲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

歩
す
る
よ
り
も
理
性
の
声
の
み
に
耳
を
傾
け
る
」
べ
き
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
が
哲
学
に
お
い
て
理
性
を
前
薦
に
強
く
押
し
出
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

の
は
、
理
性
が
古
い
権
威
に
代
わ
る
新
し
い
「
権
威
し
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
第
二
の
潮
流
は
十
六
・
七
世
紀
に
お
け
る
所
謂
科
学
革
命
の
思
想
で
あ
る
。
そ
の
担
い
手
で
あ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（
一
四
七
三
一
　
五

四
三
）
、
テ
イ
コ
・
ブ
ラ
ー
エ
（
一
五
四
六
－
一
六
〇
一
）
、
ガ
リ
レ
イ
（
一
五
六
四
一
一
六
四
三
）
、
ケ
プ
ラ
ー
（
一
五
七
一
一
工
企
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

○
）
、
べ
ー
ク
マ
ソ
（
一
五
八
八
一
一
六
三
七
）
た
ち
は
所
謂
古
典
力
学
の
礎
を
築
き
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
宮
然
学
に
替
わ
る
新
た
な

科
学
的
世
界
像
を
描
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
科
学
革
命
の
成
功
の
原
因
の
一
つ
に
数
学
的
方
法
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、

ガ
リ
レ
イ
（
彼
に
と
っ
て
自
然
と
い
う
大
き
な
書
物
は
数
学
堕
習
語
で
書
か
れ
て
い
た
）
は
物
体
落
下
の
法
則
を
数
学
的
方
法
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
　
　
イ
ソ
ベ
ト
ウ
ス

考
え
た
。
つ
ま
り
、
彼
は
物
体
が
な
ぜ
落
ち
る
か
と
い
う
そ
の
原
因
で
は
な
く
落
下
運
動
の
本
質
を
分
析
せ
ん
と
し
て
、
起
動
力
と
い
う

質
的
概
念
を
追
放
し
、
そ
れ
に
代
え
て
速
さ
と
運
動
と
い
う
量
的
に
計
算
で
き
る
概
念
を
導
入
し
た
Q
ガ
リ
レ
イ
の
分
析
そ
の
も
の
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

果
は
誤
り
で
あ
る
に
せ
よ
、
と
も
か
く
も
彼
は
こ
う
し
て
「
自
然
学
を
数
学
化
し
た
」
の
で
あ
る
。
他
方
、
青
年
デ
カ
ル
ト
も
べ
ー
ク
マ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
ソ
の
強
い
影
響
を
受
け
て
一
廉
の
数
学
的
物
理
学
者
と
し
て
同
じ
物
体
落
下
の
法
則
に
手
を
つ
け
た
。
彼
ら
の
分
析
は
、
現
代
力
学
の
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
密
さ
に
は
達
し
て
い
な
い
が
、
三
者
と
も
に
問
題
を
扱
う
に
当
っ
て
数
学
的
方
法
を
用
い
た
と
い
う
点
は
注
自
に
値
す
る
。
さ
て
、
若
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
デ
カ
ル
ト
が
「
そ
の
根
拠
の
確
実
さ
と
明
証
性
の
ゆ
え
に
」
数
学
を
愛
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
ク
ラ
ヴ
ィ
ウ
ヌ
の

　
　
影
響
下
に
あ
っ
た
彼
は
後
に
「
真
理
の
正
道
を
探
る
も
の
は
数
論
と
幾
何
学
の
謁
明
の
確
実
性
に
等
し
い
確
実
性
を
得
ら
れ
る
対
象
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
み
関
わ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
数
学
主
義
」
は
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
に
正
確
に
反
映
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
哲

　
　
学
原
理
し
第
二
部
に
お
い
て
彼
が
扱
う
物
体
的
事
物
は
「
幾
何
学
者
が
量
と
呼
び
、
論
証
の
薄
倖
と
し
て
取
り
あ
げ
る
も
の
」
に
ほ
か
な

　
　
ら
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
そ
の
分
割
、
形
、
運
動
の
み
を
考
察
」
し
、
そ
こ
か
ら
数
学
的
論
証
と
同
じ
程
度
の
明
証
性
を
以
て
引
き
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
真
と
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
う
し
て
実
体
的
形
相
や
感
覚
的
性
質
の
概
念
を
、
粒
子
の
運
動
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
い
う
量
的
概
念
で
置
き
換
え
、
「
機
械
」
的
自
然
観
を
採
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト

　
　
と
ガ
リ
レ
イ
は
、
自
然
学
の
数
学
化
と
い
う
点
で
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
デ
カ
ル
ト
が
ガ
リ
レ
イ
を
高
く
評
価
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
　
ガ
リ
レ
イ
は
「
自
然
学
の
題
材
を
数
学
的
根
拠
に
よ
っ
て
吟
味
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
で
私
（
デ
カ
ル
ト
）
は
彼
と
全
く
一
致
し
、
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
理
を
発
見
す
る
に
は
そ
れ
以
外
の
方
法
は
決
し
て
な
い
と
見
な
す
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
爾
者
の
問
に
は
酸
き

　
　
な
梱
違
が
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
ガ
リ
レ
イ
を
駁
す
る
に
吝
か
で
は
な
か
っ
た
、
「
ガ
リ
レ
イ
は
整
序
に
従
っ
て
そ
の
題
材
を
吟
味
し
て
お

　
　
ら
ず
轟
然
の
第
一
原
因
を
考
え
ず
に
、
た
だ
い
く
つ
か
の
確
々
の
結
果
の
諸
理
由
を
探
求
し
た
に
す
ぎ
ず
、
か
く
し
て
基
礎
な
し
に
建
て

　
　
（
3
8
）

　
　
た
」
と
。
自
然
学
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
ガ
リ
レ
イ
に
お
い
て
は
様
々
な
科
学
的
実
験
を
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
た
め
に
よ
り
堅
固
で
願
心
立
っ
た
基
礎
す
な
わ
ち
形
而
上
学
を
必
要
と
し
た
。
デ
カ
ル
ト
の
独
自
性
は
ひ
と
え
に
こ
の

　
　
点
に
あ
る
。

　
　
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
デ
カ
ル
ト
が
科
学
革
命
の
波
に
大
き
く
動
か
さ
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
彼
は
ガ
リ
レ
イ
の
動
静
に
無
関
心
で
は
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
姶
）

　
　
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
に
も
、
テ
ィ
ロ
・
ブ
ラ
ー
エ
の
彗
星
生
成
説
に
も
、
は
た
ま
た
ケ
プ
ラ
ー
の
光
学
に

692　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
折
四
学
研
究
　
　
第
五
百
一
二
十
一
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ
ニ

四2　
　
も
甚
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
、
こ
う
し
た
科
学
思
想
と
の
深
い
関
わ
り
の
中
に
お
い
て
醸

　
　
成
さ
れ
、
数
学
的
構
造
を
持
つ
に
い
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
そ
も
そ
も
推
論
（
村
餌
一
ω
O
日
P
昌
Φ
穫
）
す
る
と
は

　
　
数
学
を
モ
デ
ル
に
し
て
も
の
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
数
学
の
確
実
性
に
劣
る
知
識
は
、
こ
れ
み
な
蓋
然
的
に
す
ぎ
ず
、
「
理
性
の
水
準

　
　
（
4
3
）

　
　
羅
」
に
よ
っ
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
測
ら
れ
る
も
の
が
数
学
に
準
拠
し
た
知
識
の
体
系
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
測
る
も
の
も
ま
た
数
学
的
講
造
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
数
学
的
理
性
は
、
科
学
革
命
の
影
響
の
下
に
ア
リ
ス
ト
テ

　
　
レ
ス
の
質
的
自
然
学
を
克
服
し
て
新
し
い
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
（
量
的
・
機
械
論
的
自
然
学
）
を
形
成
す
る
た
め
に
強
く
要
求
さ
れ
、
ひ

　
　
い
て
は
諸
学
問
の
数
学
的
統
一
（
た
と
え
ば
霞
些
々
Φ
忽
ω
q
黒
く
Φ
議
鉱
一
。
。
）
の
た
め
の
不
可
欠
な
る
要
請
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

　
　
デ
カ
ル
ト
は
理
性
を
ま
っ
さ
き
に
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
の
際
立
っ
た
潮
流
の
第
三
は
、
所
謂
懐
疑
論
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
（
一
五
三
三
一
一
五
九
三
）
や

　
　
シ
ャ
ロ
ソ
（
一
五
四
一
一
一
六
〇
三
）
は
古
代
を
批
判
的
に
学
び
な
が
ら
、
理
性
の
独
立
と
確
実
性
を
疑
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
カ

　
　
ル
ト
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

　
　
　
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
嶺
時
の
諸
思
想
を
綜
合
し
た
点
で
合
理
主
義
精
神
の
偉
大
な
代
表
老
で
あ
り
、
シ
ャ
ロ
ン
と
共
に
十
七
世
紀
の
人
た

　
　
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
む
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
も
、
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
彼
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
て
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
両
者
の
「
理
性
」
に
つ
い
て
の
親
近
性
を
示
す
に
は
、
ジ
ル
ソ
ソ
が
考
証
す
る
如
く
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
嘆
）

　
　
「
方
法
序
説
」
冒
頭
と
「
エ
セ
ー
」
の
相
当
箇
所
と
を
並
べ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
デ
カ
ル
ト
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
テ
キ

　
　
ス
ト
の
中
に
陵
辱
身
の
思
想
を
読
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
章
の
相
似
は
常
に
思
想
の
相
似
を
意
味
し
な
い
。

　
　
実
際
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
理
性
」
な
い
し
「
良
識
は
」
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
そ
れ
と
は
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
・
ビ
ュ
ッ
ソ

　
　
ソ
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
哲
学
の
根
底
に
は
「
理
性
と
信
仰
と
の
分
離
、
霊
的
信
仰
を
確
立
す
る
に
際
し
て
の
理
性
の
無
力
、
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
じ
る
た
め
に
理
性
を
信
仰
に
連
れ
戻
す
こ
と
の
必
要
性
」
が
あ
る
と
い
う
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
信
仰
絶
対
論
（
、
帖
§
§
偽
）
に
原
剣
的
に
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
賛
成
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
彼
の
関
心
は
信
仰
の
前
に
お
け
る
理
性
の
無
力
を
強
調
す
る
こ
と
よ
り
も
、
「
理
性
の
無
限
の
拡
張
」
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
拡
張
は
信
仰
と
矛
盾
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
知
性
と
意
志
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
う
別
々
の
原
理
の
上
に
各
々
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
理
性
は
む
し
ろ
信
仰
を
準
備
す
る
の

　
　
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
理
性
の
力
を
簸
小
化
せ
ず
、
逆
に
積
極
的
に

　
　
評
価
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
　
他
方
、
ピ
ュ
ロ
ニ
ア
ン
と
し
て
の
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
「
学
問
の
道
具
と
し
て
の
理
性
の
空
し
さ
」
を
唱
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
て
は
「
理
性
は
、
そ
の
上
に
決
定
的
学
問
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
堅
固
不
動
の
諸
原
理
に
は
決
し
て
達
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
琶

　
　
明
は
デ
カ
ル
ト
の
理
性
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
で
あ
り
、
ジ
ル
ソ
ン
の
指
摘
す
る
如
く
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
懐
疑
論
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
ら
脱
す
る
た
め
の
必
死
の
戦
い
で
あ
っ
た
」
の
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
の
歩
み
が
そ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
と

　
　
い
う
の
は
「
わ
れ
わ
れ
が
真
理
の
認
識
に
達
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
あ
ら
ゆ
る
誤
謬
や
困
難
な
問
題
を
筏
服
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
く
戦
い
を
挑
む
こ
と
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
コ
ギ
ト
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
「
我
は
何
を
か
知
る
し
（
◎
器
。
・
蝕
ω
審
”
）
と
シ
ャ
ロ
ン
の
「
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

　
　
は
知
ら
ず
」
（
冨
器
邑
ω
鵠
。
・
）
に
対
す
る
理
性
の
一
連
の
戦
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
方
法
的
懐
疑
と
い
う
、

　
　
い
わ
ぽ
形
而
上
学
的
還
元
に
よ
っ
て
懐
疑
論
の
矢
を
巧
み
に
苦
し
、
そ
の
結
果
「
わ
れ
思
う
、
故
に
わ
れ
あ
り
」
と
い
う
真
理
を
「
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
な
る
懐
疑
論
者
の
常
規
を
逸
し
た
仮
定
も
そ
れ
を
揺
る
が
し
え
な
い
ほ
ど
に
堅
園
確
実
な
」
も
の
と
し
て
獲
得
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
Q

　
　
そ
の
場
合
、
理
性
が
明
晰
判
明
に
認
識
す
る
も
の
は
こ
れ
す
べ
て
真
で
あ
る
と
い
う
、
後
に
一
般
的
規
則
と
さ
れ
る
信
念
が
デ
カ
ル
ト
の

　
　
内
部
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
轡
う
ま
で
も
な
い
Q

　
　
　
こ
う
見
て
く
る
な
ら
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
信
仰
絶
立
論
や
懐
疑
論
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
内
的
発
展
の
た
め
の
跳
躍

　
　
板
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
、
逆
に
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
信
仰
か
ら
の
独
立
を
意
識
し
つ
つ
、
理
性
は
形
而
上
学
と
連
絡
を
保
ち
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
論
に
抗
し
て
「
諸
学
問
に
お
い
て
真
理

712　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
｝
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
｝
臼
三
十
ゴ
畜
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
［

㎜
　
　
　
　
（
9
5
）

　
　
を
探
求
す
る
た
め
」
の
堅
閲
た
る
原
理
で
あ
り
強
力
な
武
器
と
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
デ
カ
ル
ト
は
、
理
性
の
力
と
確
実
性
と
を
強
調

　
　
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
諸
思
想
に
溺
養
さ
れ
な
が
ら
、
古
代
・
中
世
の
権
威
に
代
わ
る
新
し
い
権
威
と

　
　
し
て
、
諸
学
の
数
学
化
の
機
軸
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
懐
疑
論
を
凌
駕
す
る
新
学
問
の
武
器
と
し
て
強
く
要
講
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
豊
。
。
o
こ
H
》
・
β
＜
轡
μ
．
「
良
識
」
（
8
笥
。
。
Φ
蕊
）
と
「
理
性
」
（
鑓
置
8
）
の
岡
義
性
は
陶
書
二
ぺ
ー
ジ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
《
訂
郊
翫
ω
鋸
蓉
の
儀
Φ

　
ぴ
冨
謬
讐
σ
q
9
二
女
。
・
甑
コ
σ
Q
露
q
δ
≦
鐵
儀
、
磐
霧
δ
h
雲
×
り
名
凶
霧
け
腰
。
℃
「
の
日
Φ
馨
。
Φ
ρ
郎
．
8
き
濤
ヨ
桝
目
顛
§
砺
§
隔
。
零
貯
、
，
ミ
晦
§
…
…
》

（
2
）
伝
記
作
家
バ
イ
エ
は
、
デ
カ
ル
ト
と
ほ
ぼ
隅
時
代
の
思
想
家
を
2
0
名
説
列
挙
し
て
い
る
。
男
…
○
窪
く
鋤
簿
館
O
o
上
価
鳳
暴
蒙
触
庶
冠
場
8
色
価
。
。
貯
ω
”
6
団
。
ぴ
9

　
ゆ
鑓
ま
》
句
。
乙
雪
辱
じ
d
摂
瓢
戸
籍
≦
碑
ρ
ω
尾
強
霧
“
男
じ
ご
鶴
。
8
P
竃
禽
。
》
冨
δ
ぎ
の
曾
U
o
籠
ぼ
寅
賢
閃
Φ
R
鍵
評
じ
ご
除
け
げ
色
r
き
ヨ
四
ω
o
無
二
○
冨
疑
。
ジ
6
♂
ヨ
器

　
燦
錠
嵩
。
∬
猟
魯
δ
び
○
鋤
厳
仙
ρ
○
出
藪
3
綴
£
ゆ
舞
納
ρ
篇
。
び
審
。
。
”
》
毎
〇
三
斜
簿
。
．
（
｝
．
じ
d
餌
駅
①
F
り
異
論
Φ
山
Φ
護
．
U
Φ
。
。
舞
簿
醗
．
爵
’
唱
ワ
㎝
ω
刈
一
α
ミ
）

（
3
）
　
議
論
の
客
観
性
を
保
つ
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
が
テ
キ
ス
ト
に
そ
の
名
を
引
私
し
て
い
な
い
思
想
家
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
極
力
さ
し
ひ
か
え
た

　
い
。
わ
れ
わ
れ
の
主
題
に
関
係
し
た
思
想
家
の
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
引
田
川
頻
度
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
イ
（
5
1
園
）
、
ベ
ー
タ
マ
ソ
（
2
4
園
）
、

　
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
（
1
9
回
）
、
ホ
ッ
ブ
ス
（
1
5
圓
）
、
　
コ
ペ
ル
ユ
ク
ス
（
1
0
回
）
、
テ
ィ
翼
・
ブ
ラ
ー
エ
　
（
9
園
）
、
ヴ
ァ
ニ
一
二
（
9
園
）
、
ケ
プ
ラ
ー

　
（
6
回
）
、
F
・
べ
ー
コ
ソ
（
5
回
）
、
　
マ
キ
ャ
ベ
リ
ィ
（
5
回
）
、
カ
ソ
パ
ネ
ル
ラ
（
4
回
）
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
　
（
2
回
）
、
ブ
ル
ー
ノ
（
1
園
）
、
ク

　
ラ
ヴ
ィ
ウ
ス
（
1
麟
）
、
シ
ャ
ロ
ソ
（
エ
園
）
、
ス
ワ
レ
ス
（
1
回
）
、
テ
レ
シ
オ
（
－
回
）
、
テ
オ
フ
ィ
ル
（
1
回
）
、
ラ
ム
ス
（
1
園
）
o
メ
ル
セ
ン

　
ヌ
の
名
は
幾
度
と
な
く
引
網
さ
れ
て
い
る
の
で
、
省
略
す
る
。

（
4
）
　
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
と
デ
カ
ル
ト
と
の
違
い
は
容
易
に
着
取
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
前
者
は
結
局
魂
の
不
死
の
否
定
、
窓
由
意
志
の
否
定
に
傾
き
、

　
ま
た
暫
学
を
信
仰
か
ら
あ
ま
り
に
強
く
区
撫
す
る
あ
ま
り
、
二
露
真
理
説
に
陥
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
　
（
参
照
噛
野
田
又
夫
「
ル
ネ
サ

　
ソ
ス
の
思
想
家
た
ち
」
6
2
ぺ
…
ジ
i
駁
ペ
ー
ジ
）
し
か
し
、
結
論
は
ち
が
っ
て
も
、
両
者
は
共
に
同
じ
問
題
を
分
有
し
、
岡
じ
合
理
約
角
度
か
ら
そ

　
れ
を
処
理
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
5
）
国
・
b
づ
婁
・
P
ト
ヨ
、
ミ
㍉
§
冬
晦
ミ
叙
§
勉
ミ
N
ミ
“
・
、
ミ
ミ
鴨
マ
§
略
ミ
鷲
魯
ミ
沁
嚇
謡
翁
§
塁
マ
参

（
6
）
　
薫
山
こ
や
9
掌
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（
7
）
　
…
ぴ
陣
伍
こ
℃
》
α
曽

（
8
）
　
そ
の
第
一
版
（
一
六
四
一
年
）
の
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
は
、
傘
謡
“
ミ
窺
…
…
》
ミ
ミ
塾
恥
凡
ミ
ミ
9
、
㌧
ミ
義
民
恥
§
さ
二
二
ミ
黛
、
，
》
で
あ
っ
た
が
、
第
二
版

　
（
一
六
四
二
年
）
の
そ
れ
は
《
討
Q
ミ
い
§
…
…
籍
、
ミ
ミ
軽
ぎ
ミ
ミ
～
禽
犠
8
落
q
触
，
偽
ミ
線
籍
N
ら
欺
。
§
ミ
。
三
一
、
、
§
嚇
ミ
・
》
と
、
鈍
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
デ

　
カ
ル
ト
は
、
そ
の
間
の
事
情
を
メ
ル
セ
ソ
ヌ
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
謎
鳶
昏
寒
誌
§
ミ
“
b
o
心
一
回
b
O
l
日
①
S
”
》
－
8
●
麟
国
・
霧
9

（
9
）

（
－
o
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

　
な
ど
（
o
h
O
●
囲
。
態
。
。
・
ぴ
の
鼠
。
。
り
○
§
雪
冤
§
b
題
ら
§
・
結
勲
趨
・
℃
■
駆
烏
◎
掃
）
。
デ
カ
ル
ト
は
「
質
料
的
に
」
（
ミ
ミ
ミ
貯
鞭
鷺
、
，
）
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

　
ワ
レ
ス
の
b
鋳
辱
ミ
匙
馬
§
覇
韓
ミ
黛
蝿
砺
㌧
鶏
馬
を
引
い
て
い
る
。
◎
面
食
誌
§
沁
塁
㌧
§
鴇
§
題
「
》
－
β
ぐ
綴
■
卜
⊃
ω
9

（
1
4
）
　
デ
カ
ル
ト
の
聴
代
に
お
い
て
、
べ
…
コ
ソ
は
著
名
で
あ
っ
た
。
バ
イ
エ
は
、
デ
カ
ル
ト
と
の
違
い
を
振
摘
し
な
が
ら
も
、
ベ
ー
コ
ン
を
賞
養
し

　
て
い
る
。
（
o
h
し
ご
諄
竃
①
∬
o
P
o
罫
H
一
心
P
⇔
尋
α
も
。
¢
）
デ
カ
ル
ト
欝
身
も
、
方
法
論
な
ど
に
つ
い
て
、
べ
ー
コ
ソ
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
。
隷
馬
讐
偽

　
昏
§
諺
ミ
ミ
晒
μ
O
一
α
－
μ
働
ω
や
》
・
↓
◎
回
・
卜
3
㎝
ピ
即
轟
鳶
昏
簿
、
絶
ミ
N
♪
置
⇒
＜
審
『
掃
①
ω
O
．
｝
－
↓
・
H
．
回
O
爆
口
p

（
1
5
）
　
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
ホ
イ
ヘ
ン
ス
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、
「
（
カ
ン
パ
ネ
ル
ラ
の
）
学
説
に
つ
い
て
は
、
1
5
年
前
に
『
事
物

　
の
感
覚
に
つ
い
て
』
と
い
う
本
を
読
ん
だ
。
…
…
し
か
し
、
そ
の
頃
か
ら
判
っ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
彼
の
著
作
に
は
ほ
と
ん
ど
正
々
た
る
と
こ
ろ
が

　
な
い
の
で
、
ま
る
で
記
燈
に
と
ど
め
て
い
な
か
っ
た
」
（
隷
㌶
誌
昏
ミ
旨
鷺
議
’
ヨ
餌
誘
導
ω
G
。
”
諺
－
弓
．
悶
．
駆
。
。
）
Q

（
1
6
）
　
メ
ル
セ
ン
ヌ
は
、
当
時
パ
リ
に
は
五
万
人
の
無
神
論
者
が
い
た
と
雷
う
Q
（
o
眺
・
U
霧
。
鑓
ρ
さ
、
総
§
Q
o
黛
貯
㌣
～
ミ
鈎
貸
ミ
鴨
叙
匿
ミ
警
職
ミ
無
謹
ψ
や

　
戸
謡
）
。
デ
カ
ル
ト
自
身
も
、
し
ば
し
ば
無
神
論
の
廉
で
論
難
さ
れ
た
◎
6
い
富
謎
鳶
野
戦
馬
隠
縫
詠
ミ
蟄
Q
㌔
、
貧
も
O
b
σ
－
一
i
嵩
心
野
》
・
日
・
囹
＜
■
Q
◎
湛
。
・
2
■

（
1
7
）
　
ス
ピ
ン
ク
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
ヴ
ァ
ユ
…
二
に
反
簿
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ヴ
ァ
ニ
ー
二
の
有
雛
判
決
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト

　
は
、
そ
の
評
決
が
た
だ
法
廷
に
持
ち
こ
ま
れ
た
証
言
に
拠
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
彼
の
著
作
の
中
に
は
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
も
の
は
何
も
な
い
と
、

敢
え
て
暗
示
し
た
と
い
う
。
臥
ω
急
ぎ
寒
ミ
凌
辱
ミ
・
昏
》
§
鱗
ミ
題
§
Q
禽
§
N
ミ
昏
ぎ
§
詳
ら
マ
鳶
－
躯
。
。
．

（
1
8
）
　
デ
カ
ル
ト
は
テ
オ
フ
ィ
ル
の
詩
の
一
部
を
噌
引
照
…
し
て
い
る
。
即
職
㌧
娼
昏
Q
§
遮
ミ
”
一
…
ト
っ
一
H
①
轟
刈
●
〉
・
↓
．
團
く
●
①
困
¶
．

竃
価
無
8
二
〇
霧
“
鵠
§
題
龍
ミ
、
砺
N
禽
b
o
量
ミ
窮
無
b
g
欝
ミ
、
賜
■
〉
・
↓
．
圃
凶
点
．
軒

閃
■
じ
ご
。
ζ
臨
＝
費
．
奪
無
ミ
、
・
鳴
叙
恥
隷
辱
ミ
ご
旨
辱
ミ
恥
貸
ミ
、
隷
乳
笥
謡
謡
♪
剛
．
娼
や
回
ゆ
一
病
O
◆

響
ぼ
二
℃
．
刈
．
デ
カ
ル
ト
は
ラ
ム
ス
を
数
学
者
と
見
て
い
る
。
ピ
。
簿
器
蝕
甚
斬
興
隔
G
◎
…
同
卜
⊃
…
1
一
Φ
蒔
G
◎
・
跨
・
↓
・
＜
・
N
α
刈
・

デ
カ
ル
ト
は
ブ
ル
ー
ノ
ー
を
当
代
の
改
輩
者
の
一
人
に
数
え
て
い
る
。
隠
誉
還
昏
切
題
簿
ミ
§
・
尾
1
お
1
嵩
ω
O
・
》
晦
・
回
・
㌫
9

た
と
え
ば
志
向
的
形
質
（
馬
起
将
導
出
ミ
§
欺
。
§
ミ
象
）
の
物
質
化
、
神
の
認
識
に
お
け
る
自
然
の
光
の
役
割
、
質
料
と
形
相
の
関
係
の
弱
体
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

デ
カ
ル
ト
の
含
理
主
蕊
…
に
つ
い
て

六
五
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哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
三
号

六
六

（
1
9
）
　
メ
ル
セ
ソ
ヌ
の
名
は
、
彼
が
デ
カ
ル
ト
の
心
友
で
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
い
た
る
灰
に
引
か
れ
て
い
る
。
メ
ル
セ
ソ
ヌ
は
科
学
と
宗
教
と
の

　
和
解
を
目
ざ
し
た
人
で
あ
り
、
ル
ネ
サ
γ
ス
の
ヴ
ィ
タ
リ
ス
ム
や
神
秘
学
に
強
く
反
対
し
て
機
械
論
的
認
識
論
の
形
成
に
あ
ず
か
っ
た
人
で
も
あ
る
。

　
こ
の
意
味
で
メ
ル
セ
ソ
ヌ
も
ま
た
合
理
主
義
的
雰
翻
気
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
o
h
。
○
●
雲
脚
閂
。
・
・
び
Φ
三
。
。
“
b
題
ら
亀
、
紺
シ
ミ
、
紅
騨
貯
蕊
ミ
§
幅
欺
ら
§
呼

　
“
紅
§
賜
》
黛
鳶
ミ
き
叙
g
蕊
装
笥
。
マ
偽
叙
馬
貯
箏
職
＄
o
辱
ミ
辞
鐸
℃
ワ
ω
鐙
i
G
◎
饒
9

（
2
0
）
　
「
雄
心
一
二
論
…
附
駅
翫
の
｛
者
者
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
の
主
要
な
論
…
敵
の
一
入
で
あ
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
唯
物
論
…
も
政
治
…
二
相
心
も
、
デ
カ
ル
ト
好

　
み
で
は
な
か
っ
た
（
顔
合
奉
職
黛
℃
墨
薫
H
Φ
藤
9
＞
－
穆
e
H
く
噸
Φ
喧
）
。
デ
カ
ル
ト
は
ホ
ッ
ブ
ス
を
マ
キ
ャ
ベ
嬰
イ
を
挑
出
し
た
如
く
批
判
し
た
（
貯
黛
こ

　
昏
ミ
凡
罫
富
き
》
O
一
困
黛
9
》
・
↓
「
円
く
■
蒔
。
。
①
i
念
ω
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
お
い
て
は
、
中
世
的
体
偶
を
否
定
し
て
、
人
間
社
会
の
片
し
い

　
原
理
を
探
ら
ん
と
す
る
近
代
的
精
神
が
看
取
さ
れ
る
。

（
2
1
）
　
「
第
五
論
駁
」
を
書
い
た
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
、
周
知
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
と
鋭
く
対
立
し
た
。
だ
が
、
彼
は
単
に
デ
カ
ル
ト
の
反
対
者
で
あ
っ

　
た
の
み
な
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
反
対
者
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ぽ
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
嶽
然
学
や
論
理
学
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の

　
点
で
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
は
、
そ
の
友
人
で
あ
る
ガ
リ
レ
イ
、
べ
ー
ク
マ
ン
、
メ
ル
セ
ソ
ヌ
ら
と
意
識
を
同
じ
く
し
た
第
一
級
の
合
理
主
義
精
神
の
持
ち

　
主
で
あ
る
Q

（
2
2
）
　
ぽ
ミ
、
，
鴨
斜
さ
鳶
ミ
”
③
一
＄
一
M
忠
も
⊃
’
》
－
↓
’
H
獅
q
圃
メ
切
蝕
臨
。
章
卜
鐵
q
㌧
直
叙
免
ミ
．
津
魯
§
，
鷺
y
押
や
唾
曽

（
2
3
）
　
肉
魯
ぎ
著
ぎ
叙
恥
ミ
急
、
蹄
魯
》
－
日
×
．
器
ω
．
o
瞥
○
粧
ρ
＜
H
■
》
－
酵
く
H
．
8
’

（
2
4
）
　
そ
の
他
、
広
義
の
自
然
学
者
で
あ
っ
た
ブ
ル
ー
ノ
、
メ
ル
セ
ソ
ヌ
、
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
、
F
・
ベ
ー
コ
ン
も
含
め
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
デ

　
カ
ル
ト
に
関
係
し
た
科
学
者
た
ち
を
列
挙
し
て
お
く
Q
ク
ラ
ヴ
ィ
ウ
ス
（
［
五
三
七
一
「
六
…
二
）
、
ヴ
ィ
エ
タ
（
［
五
圏
○
…
「
六
〇
三
）
、
ハ
ー

　
ヴ
ェ
イ
（
～
五
七
八
一
一
六
五
七
）
、
ミ
ド
ル
ジ
ュ
（
一
五
八
五
－
一
六
四
七
）
、
ス
ネ
リ
ゥ
ス
（
一
五
九
一
一
一
六
二
六
）
、
カ
ヴ
ァ
リ
エ
リ
（
一

　
五
九
八
一
一
六
四
七
）
、
フ
ェ
ル
マ
（
一
六
〇
一
i
一
六
六
五
）
、
　
ロ
ベ
ル
ヴ
ァ
ル
（
一
六
〇
二
i
＝
ハ
七
五
）
、
ト
リ
チ
ェ
リ
（
一
六
〇
八
i
一
六

　
瞬
七
）
、
B
。
パ
ス
カ
ル
（
一
六
二
三
一
｝
六
六
二
）
o

（
2
5
）
　
o
h
》
冒
訳
。
博
ρ
単
ミ
譜
勤
○
黛
靴
“
§
題
甲
や
Q
。
Q
Q
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
2
6
）
　
ガ
リ
レ
イ
は
「
動
体
の
速
さ
は
距
離
に
比
例
す
る
」
と
考
え
た
、
だ
が
「
動
体
の
速
さ
は
時
間
に
比
例
す
る
偏
と
す
べ
き
で
あ
る
。
穴
。
買
ρ
○
℃
・

　
O
肝
》
め
7
G
Q
①
一
H
O
S

（
2
7
）
　
以
。
貿
ρ
o
ワ
鼠
f
や
8
．
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（
2
8
）
　
べ
ー
ク
マ
ン
は
、
青
年
デ
カ
ル
ト
の
最
良
の
導
き
手
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
言
う
「
あ
な
た
こ
そ
が
私
の
怠
惰
を
ゆ
り
う
ご
か
し
、
私
の
記

　
憶
か
ら
ほ
と
ん
ど
遠
ざ
か
っ
た
知
を
喚
起
し
、
そ
し
て
ま
じ
め
な
事
柄
か
ら
遠
の
い
て
い
た
私
の
知
性
を
最
良
の
仕
事
へ
と
呼
び
戻
し
て
下
さ
っ
た

　
の
で
す
」
と
（
隠
隠
ミ
累
累
亀
寒
ミ
§
る
ω
一
A
：
H
課
O
）
。
纂
実
、
べ
ー
ク
マ
ン
の
お
か
げ
で
デ
カ
ル
ト
は
数
学
の
本
当
の
使
い
方
、
つ
ま
り
自
然
学

　
を
数
学
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
。
o
h
ρ
ヵ
。
鎌
甲
ピ
Φ
鼠
ω
Ψ
○
馬
N
ミ
、
，
恥
審
b
亀
“
ミ
壁
シ
㍗
卜
⊃
9
》
■
日
◎
×
．
㎝
b
Q
．

（
2
9
）
　
囚
。
貿
少
。
℃
・
9
r
℃
℃
G
8
刈
1
お
①
・

（
3
0
）
　
∪
富
。
‘
岡
◆
》
・
日
9
＜
H
．
メ

（
3
1
）
デ
カ
ル
ト
は
ク
ラ
ヴ
ィ
ゥ
ス
の
注
し
た
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
「
幾
何
学
原
本
」
を
引
い
て
い
る
。
（
奪
舞
ミ
昏
寒
鳩
，
総
ミ
詳
お
一
昌
l
H
①
節
曾
諺
・
6
．

　
ピ
δ
1
謬
噸
）
o
轡
尊
弓
φ
濠
。
旨
》
q
註
竜
ミ
n
黛
ミ
。
旨
㌧
ミ
ら
織
軸
偽
馨
ミ
馬
§
聴
’
悔
や
同
ω
O
一
同
ω
ト
ひ
．

A　　A　　A　　A　　A
36　35　34　33　32
Vl　V　　V　LI　V

肉
偽
α
q
ミ
§
●
戸
諺
－
日
・
×
．
ω
①
①
．
（
以
下
肉
笥
塾
と
略
記
す
る
）

○
濠
。
静
。
や
息
£
や
蜀
Q
O
’

、
試
ミ
竜
題
り
肖
忠
曾

、
義
ミ
慧
題
讐
目
窃
恥
卜
笥
さ
、
軋
魯
諺
・
↓
■
×
圃
■
δ
i
一
⑱

、
、
§
鼠
巴
鴨
ひ
H
く
．
μ
c
。
G
。
．
緯
さ
、
N
叙
♪
》
・
β
×
瞬
■
ω
①
．
o
ひ
尊
弓
陰
Ω
一
・
。
o
ジ
勲
袋
翫
題
勉
ミ
・
鳶
、
、
“
簿
§
ミ
、
§
隷
鴨
ミ
鳳
翫
載
燵
＆
紺
匙
§
競
貯
誉
、
ミ
犠
議
ミ
N

　
匙
黛
遣
隔
紬
ミ
笥
ら
§
・
隷
毅
ミ
訓
℃
や
ド
薩
Q
◎
一
局
①
Q
Q
◎

（
3
7
）
　
緯
慧
鳶
斜
さ
諺
§
ミ
”
置
一
6
i
蕊
ω
G
。
．
〉
歳
！
麟
ω
c
。
9

（
3
8
）
　
薫
匹
■

（
3
9
）
　
ト
ミ
尋
、
Q
昏
さ
、
，
勉
§
㌔
斜
一
H
i
＝
l
H
①
膳
9
》
－
β
H
麟
卜
⊇
ω
ω
”
簿
邸
。
◎
一
隔
一
旨
①
回
り
｝
・
8
．
H
円
［
鱒
㊤
c
Q
”
こ
れ
ら
の
手
紙
の
中
で
は
、
彼
の
形
而
上
学
が

　
自
然
学
の
す
べ
て
の
原
理
と
基
礎
を
含
む
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
0
）
　
バ
イ
エ
は
、
世
界
の
体
系
を
説
明
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
は
明
ら
か
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
仮
説
に
従
っ
た
と
い
う
（
じ
ご
四
這
Φ
r
卜
犠
q
に
§
ミ
．

　
b
題
q
職
、
融
ひ
H
り
で
」
卜
⊃
昏
⊃
ω
）
〇
一
ア
カ
ル
ト
も
、
ほ
ぼ
そ
れ
を
認
め
て
い
る
（
緯
瓢
ミ
昏
§
、
総
ミ
～
魯
ト
⊃
c
◎
一
山
一
掃
①
膳
9
》
・
6
．
囲
＜
・
G
◎
㊤
o
Q
…
山
り
㊤
）
Q

（
4
1
）
　
「
ブ
ラ
！
エ
の
天
文
学
的
観
測
が
デ
カ
ル
ト
に
、
土
星
の
鐙
の
上
に
薄
星
を
概
く
機
会
を
与
え
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
…

　
そ
の
性
質
を
説
明
し
た
仕
方
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
体
系
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
」
（
じ
d
p
。
隆
の
ρ
○
や
島
f
H
圃
．
O
ω
G
Q
）
。

（
4
2
）
　
デ
カ
ル
ト
は
、
ケ
プ
ラ
ー
を
「
光
学
に
お
け
る
私
の
第
一
の
師
」
と
ま
で
賞
賛
し
て
い
る
（
隠
妻
，
鴨
昏
さ
諺
§
、
§
G
。
掃
l
G
。
…
一
①
ω
c
・
》
〉
的
◆
鍔

デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て

六
七
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（
5
6
）

（
5
7
）

（
5
8
）

（
5
9
）

竈
逡
冒
く
歴
｝
凄
8
・
く
H
．
①
メ

男
窪
亀
箒
ひ
墨
「
蔑
導
，
肉
§
冒
黛
ミ
覇
暮
ミ
笥
昏
§
，
隷
紅
§
ミ
」
噸
や
ト
⊃
。
。
隔

b
～
誇
．
同
く
●
》
’
↓
■
＜
圃
．
ω
映

↓
款
、
・
馬
駄
袋
b
㌧
鷲
。
ミ
切
馬
恥
～
黛
ミ
簿
。
翫
免
．
諺
闘
、
一
、
．
＜
H
｝

第
一
章
　
デ
カ
ル
ト
的
理
性
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
周
知
の
よ
う
に
「
理
性
」
（
㌶
甑
P
轡
○
び
q
o
ω
）
は
哲
学
の
本
質
に
関
わ
る
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
古
来
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
…
様
々
な
仕
方
で
解
せ
ら
れ
て
き
た
。
最
も
一
般
的
に
言
え
ば
、
理
性
と
は
「
論
理
的
に
推
理
（
憶
蹟
咄
偽
O
袷
面
恥
、
　
ミ
砺
ら
ミ
、
防
軌
娘
偽
ミ
、
N
蛛
）
し
た
り
、
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
念
や
命
題
を
結
合
す
る
能
力
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
人
闊
は
理
性
的
動
物
で
あ
る
と
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
デ
カ

　
　
ル
ト
は
こ
の
一
般
的
定
義
に
必
ず
し
も
忠
実
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
理
性
と
は
一
体
何
で
あ

　
　
つ
た
か
。
彼
自
身
の
与
え
た
定
義
や
、
理
性
の
反
意
語
の
検
討
を
通
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
理
性
の
特
殊
性
と
問
題
性
と
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
よ
く
誤
断
し
真
と
偽
と
を
区
別
す
る
能
力
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
理
性
あ
る
い
は
良
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
そ
う
し
た
能
力
は
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
平
等
で
あ
る
8
こ
の
よ
く
知
ら
れ
た
理
性
の
定
義
に
つ
い
て
は
、

　
　
様
々
な
内
容
分
析
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
四
つ
の
点
を
問
題
と
し
よ
う
。
「
良
識
し
（
い
§
偽
§
偽
）

　
　
と
國
一
視
さ
れ
た
理
性
は
、
ど
う
い
う
拡
が
り
を
持
つ
書
葉
で
あ
る
か
。
そ
う
し
た
判
断
の
能
力
（
理
性
）
が
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
こ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
が
い
か
に
し
て
知
ら
れ
る
か
。
　
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
」
（
醤
ミ
ミ
乳
踏
ミ
鳴
ミ
）
と
は
何
か
Q
ど
う
い
う
意
味
で
理
性
が
「
平
等
」

　
　
（
瓢
鷺
紺
）
で
あ
る
の
か
。

　
　
　
第
一
に
、
デ
カ
ル
ト
は
理
性
を
．
良
識
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
諾
に
か
な
り
広
い
意
味
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
よ
れ
ば
理
性
は
、
ま
ず
悟
性
的
認
識
の
原
理
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
悟
性
す
な
わ
ち
理
性
」
は
純
粋
に
情
性
的
で
あ
る
霞
然
の
光
つ
ま

772　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
憲
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



278

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
三
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

り
精
神
の
薩
観
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
か
も
「
何
も
の
も
悟
性
に
先
立
っ
て
は
知
ら
れ
え
ず
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
認
識
が
ひ
と
え
に
悟

　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い

性
に
依
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
ゆ
と
こ
ろ
で
、
良
識
は
判
断
と
主
義
で
あ
っ
て
み
れ
ぽ
、
理
性
と
は
「
生
の
各
々
の
情
況
に
お
い
て
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

性
が
何
を
選
ぶ
べ
き
か
を
意
志
に
示
す
」
と
こ
ろ
の
膚
然
の
光
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
理
性
は
意
志
的
判
断
の
原
理
で
も
あ
る
。
そ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

か
り
で
は
な
い
。
良
識
は
真
偽
判
断
の
能
力
と
い
う
意
味
の
他
に
、
知
恵
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
す
る
と
、
理
性
も
当
然
そ
う
し
た
性
格

を
帯
び
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
あ
る
も
の
を
追
求
し
た
り
忌
避
し
た
り
す
る
の
は
、
専
ら
わ
れ
わ
れ
の
懐
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

意
志
に
事
の
善
悪
を
示
す
に
従
っ
て
で
あ
る
か
ら
、
よ
く
行
う
に
は
よ
く
判
断
す
れ
ぽ
十
分
で
あ
る
」
。
そ
し
て
判
断
能
力
と
し
て
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

性
は
よ
き
行
為
の
前
提
条
件
を
作
り
、
「
人
が
獲
得
し
え
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
徳
と
、
他
の
す
べ
て
の
善
の
総
体
、
つ
ま
り
知
恵
」
の
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

得
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
理
性
な
く
し
て
知
恵
は
達
成
さ
れ
ず
、
逆
に
知
恵
は
完
全
性
の
高
み
に
達
し
た
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
単
な
る
受
動
的
辮
性
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
の
ご
と
を
選
び
と
る
と
い
う
能
動
的
意
志
で
あ
り
、
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

恵
に
達
す
る
可
能
態
で
も
あ
る
と
い
う
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
拡
が
り
を
持
っ
た
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。

　
第
二
の
問
題
は
、
人
間
の
内
な
る
理
性
の
存
在
が
い
か
に
し
て
示
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は

動
物
は
理
性
を
持
た
ぬ
機
械
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
理
性
は
「
わ
れ
わ
れ
と
動
物
と
を
区
別
す
る
唯
一
の

（
1
6
）

も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
聞
と
動
物
と
の
違
い
を
具
体
的
に
示
せ
ば
、
そ
れ
が
理
性
の
存
在
証
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
「
序
説
」
第
五
部
の
末
尾
で
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
梢
違
を
示
す
た
め
の
「
き
わ
め
て
確
実
な
工
つ
の
方
法
」
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ち
の
一
つ
は
、
人
が
「
話
の
内
容
を
意
識
（
鳩
§
勧
ミ
）
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
な
が
ら
」
、
「
言
葉
を
使
う
こ
と
」
が
鵠
来
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
人
問
に
圃
有
な
も
の
と
し
て
の
言
葉
の
使
用
の
う
ち
に
理
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
の
思
想
は
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
り
、
理
性
の

（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

語
源
か
ら
し
て
も
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
少
く
と
も
二
つ
の
疑
問
が
直
ち
に
湧
い
て
く
る
。
あ
る
種
の
動
物
は
雷
葉
を

使
っ
て
思
考
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
あ
る
種
の
人
闘
は
話
す
機
能
を
久
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
第
一
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
動
物
は
入
間
に
は
わ
か
ら
な
い
言
葉
で
話
し
て
い
る
の
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
2
2
）

　
　
も
し
れ
ず
、
ま
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
言
う
よ
う
に
「
オ
ー
ム
は
わ
れ
わ
れ
と
嗣
じ
よ
う
に
心
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
篇
と
も
考
え
ら

　
　
れ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
先
刻
答
え
を
用
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ム
は
所
詮
機
械
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
人
閾
の
よ

　
　
う
に
意
識
し
て
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
か
り
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
知
識
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
に
か
れ
ら
の
器
官
（
装
概
）
の
配
置
に
よ
る
」
。
ま
た
、
も
し
動
物
が
、
か
れ
ら
の
需
葉
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
「
動
物
は
わ
れ
わ
れ
と
同

　
　
じ
よ
う
な
金
宝
を
多
く
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
か
れ
ら
は
自
ら
の
雷
葉
を
同
類
に
対
し
て
と
同
じ
く
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
も
よ
く
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
さ
せ
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
だ
が
、
こ
の
答
え
は
や
や
強
引
な
推
定
に
す
ぎ
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
後
に
そ
れ
を
修
正
し
て
「
動
物
が
思
考
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
る
と
い
う
こ
と
は
証
明
不
可
能
だ
が
、
思
考
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
じ
く
厳
密
に
は
証
明
不
可
能
で
あ
る
」
と
正
直
な
と
こ
ろ
を
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
に
「
こ
の
第
二
番
館
の
仮
説
（
動
物
不
思
考
説
）
の
方
に
き
わ
め
て
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
」
と
付
け
加
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
思
考
す
る
も
の
と
し
て
の
人
絹
と
も
の
と
し
て
の
動
物
を
区
別
す
る
立
揚
に
あ
る
以
上
、
「
理
性
が
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
れ
を
動
か
し
」
、
「
自
然
が
動
物
に
お
い
て
働
く
」
と
い
う
原
則
は
一
歩
も
譲
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
　
第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
門
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聾
唖
で
あ
る
た
め
、
他
人
に
話
す
の
に
役
立
つ
器
官
を
欠
い
た
人
」
た
ち
を
例

　
　
に
挙
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
か
れ
ら
は
か
れ
ら
霞
身
で
あ
る
符
号
を
発
明
す
る
習
慣
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
と
通
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
一
緒
に
い
て
そ
の
書
葉
を
習
う
暇
の
あ
る
人
た
ち
と
意
思
を
通
じ
合
う
の
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手

　
　
段
を
持
つ
以
上
、
か
れ
ら
が
話
す
機
能
を
も
た
な
い
と
墜
醤
え
な
い
。
達
意
は
人
間
に
塞
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
閾
で
あ
る
限
り
「
ど

　
　
ん
な
に
ぼ
ん
や
り
し
た
愚
鈍
な
人
（
狂
人
さ
え
も
例
外
で
な
い
）
で
も
、
言
葉
を
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
わ
せ
て
そ
こ
か
ら
請
を
構
成
す
る

　
　
　
　
　
　
（
e
3
）

　
　
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
こ
れ
ら
の
答
え
は
現
代
人
の
見
地
か
ら
は
多
少
の
問
題
を
含
む
に
せ
よ
、
動
物
機
械
論
の
立
場
か
ら
は
首
尾
一
貫
し
て
い

　
　
る
。
そ
し
て
言
葉
の
使
用
と
い
う
特
権
を
人
聞
が
持
つ
限
り
、
そ
れ
は
人
間
の
内
に
正
し
く
理
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
ひ
と
り
人
間
の
み
が
理
性
を
持
ち
、
逆
に
意
え
ぽ
理
性
が
「
わ
れ
わ
れ
を
人
間
に
す
る
唯
一
の
も
の
」

792　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

80　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

2　
　
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
知
見
は
、
後
に
形
而
上
学
や
モ
ラ
ル
を
考
え
る
上
で
基
本
的
な
テ
ー
ゼ
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
の
問
題
は
、
理
性
が
い
か
な
る
仕
方
で
人
間
の
内
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
」
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
す
な
わ
ち
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
生
具
（
帖
§
“
）
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
性
は
外
界
と
の
接
触
を
持
た
ず
に
「
私
が
創
ら
れ
た
時
に
私
と
共
に
生
ま
れ
、
産
出
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
は
ア
・
プ

　
　
リ
オ
リ
な
、
つ
ま
り
感
覚
的
経
験
と
は
独
立
な
被
造
物
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
胎
児
は
理
性
を
も
つ
か
と
い
う
論
難
に
対
す
る
答
え
で

　
　
あ
る
が
、
理
性
あ
る
い
は
自
然
の
光
は
「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
可
能
態
（
辱
§
偽
筆
ミ
馬
）
と
し
て
あ
る
Q
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
能
力
の
内
に
生

　
　
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
現
実
態
（
黛
昏
紺
）
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
単
に
可
能
態
と
し
て
あ
る
こ
と
を
意

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
謝
す
る
か
ら
」
。
す
な
わ
ち
人
は
理
推
の
光
を
潜
在
約
に
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
人
が
ま
だ
顧
み
な
か
っ
た
勃
然
の
光
に
よ
っ
て
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
ら
れ
る
も
の
が
無
数
に
あ
る
」
に
も
拘
ら
ず
「
こ
の
光
を
よ
く
使
う
人
は
殆
ど
い
な
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
を
よ
く
使
い
、
開
発
し
て
、

　
　
内
な
る
理
性
を
顕
在
化
す
べ
く
心
が
け
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
な
ぜ
理
性
を
工
具
の
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
。
一
般
的
理
由
と
し
て
は
、
外
界
を
疑
っ
て
い

　
　
る
以
上
、
認
識
の
起
源
を
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
彼
総
身
の
外
に
も
、
マ
；
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
の
よ
う
に
彼
自
身
を
越
え
た
所
に
も
求
め
る
こ
と

　
　
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
上
述
し
た
理
性
の
二
つ
の
含
意
に
引
き
つ
け
て
特
殊
的
理
由
を
考
え
る
な
ら
、
ま
ず
理
性

　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
の
純
粋
さ
を
保
つ
た
め
に
、
そ
れ
が
生
具
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
Q
な
ぜ
な
ら
、
も
し
理
性
が
感
覚
的
経
験
か
ら
汲
み
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
嘆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叫

　
　
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
、
後
者
は
し
ぼ
し
ば
誤
り
、
不
確
実
で
あ
る
ゆ
え
、
理
性
も
誤
謬
に
晒
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
人
が
理
性
を
有

　
　
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
そ
の
正
し
い
使
用
を
知
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
理
性
の
潜
在
性
と
い
う
イ
デ
1
が
必
要
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勢
）

　
　
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
理
性
は
幼
時
の
偏
見
に
鈍
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
一
た
ん
そ
れ
が
顕
在
化
さ
れ
れ
ぽ
「
私
が
何
か
新
し
い
も

　
　
の
を
学
ぶ
と
い
う
よ
り
も
、
以
前
か
ら
…
…
私
の
精
神
の
内
に
あ
る
と
知
っ
て
い
た
も
の
（
そ
れ
に
私
は
ま
だ
思
惟
を
向
け
て
い
な
か
っ

　
　
た
の
だ
が
）
姦
起
す
る
と
思
わ
れ
陣
か
ら
で
あ
る
・
あ
る
人
蓮
性
を
麺
な
い
の
で
は
な
い
・
た
だ
・
乏
の
人
が
程
の
顕
在
化



　
　
の
努
力
を
怠
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
結
局
、
理
性
の
生
軸
性
は
理
性
が
純
粋
に
し
て
豊
饒
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
Q
そ
れ
は
誤
り
多
き
経
験
か
ら
も
不
確
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
な
偏
見
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
ゆ
え
に
純
粋
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
そ
の
内
に
わ
れ
わ
れ
の
全
認
識
が
宿
る
」
と
こ
ろ
の
「
宝
庫
」
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
え
に
豊
饒
で
あ
る
。
理
性
の
「
真
な
る
豊
か
さ
」
は
人
が
生
を
導
く
に
必
須
な
る
あ
ら
ゆ
る
知
を
密
ら
発
脅
す
る
道
を
切
開
す
る
。
理
性

　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
の
内
な
る
種
子
を
開
発
し
発
展
さ
せ
、
以
て
そ
の
光
を
増
さ
し
め
る
根
拠
が
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

　
　
　
第
四
の
問
題
は
理
性
の
平
等
性
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
、
理
性
は
「
こ
の
世
で
最
も
よ
く
配
分
さ
れ
た
も
の
砿
で
あ
り
、
「
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
性
全
体
が
各
人
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
だ
れ
も
自
分
が
持
っ
て
い
る
以
上
に
理
性
を
欲
し
が
ら
ぬ
し
、
た
と
え
子
供
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
算
数
の
加
算
を
行
う
場
合
「
人
間
精
神
が
発
見
で
き
る
す
べ
て
の
こ
と
を
発
見
し
た
と
確
信
で
き
る
し
か
ち
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
は
人

　
　
で
あ
る
隈
り
平
等
か
つ
完
全
な
一
つ
の
理
性
を
分
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
理
性
の
不
平
等
性
を
示
す
と
思
わ
れ
る
若
干
の
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
理
性
が
す
べ
て
の
人
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
な
ら
「
同
一
事
物
に
つ
い
て
真
理
は
一
つ
し
か
な
い
」
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
か
ら
、
β
常
目
に
す
る
意
見
の
多
様
性
や
論
争
は
起
こ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
保
身
、
「
よ
い
判
断
を
す
る
人
」
、

　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　

（
5
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
）

　
　
「
よ
り
も
の
わ
か
り
の
い
い
人
」
、
「
真
偽
判
別
の
能
力
が
他
人
よ
り
劣
る
と
思
っ
て
い
る
…
…
人
し
と
い
っ
た
理
性
の
平
等
性
と
矛
御
し

　
　
た
　
言
明
を
し
て
い
る
。
さ
て
、
意
見
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
「
あ
る
入
が
他
の
人
よ
り
も
よ
り
多
く
理
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
別
々
の
道
に
よ
っ
て
思
考
を
導
き
同
じ
事
柄
を
考
察
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
の
み
由
来
す
る
し
と
一
応
答
え
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
。
し
か
し
、
た
と
え
嗣
じ
事
柄
を
人
が
考
察
し
て
も
、
そ
こ
に
は
人
に
よ
っ
て
理
解
の
程
度
の
差
が
あ
り
、
い
つ
も
同
じ
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
に
達
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
冒
常
経
験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
Q
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
の
分
有
に
程
度
差
が
あ
る
と
思
わ

　
　
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
心
惑
跨
ミ
肉
を
以
て
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
理
性
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
可
能
的
に
あ

　
　
り
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
現
実
化
し
て
お
ら
ず
理
性
の
正
し
い
使
用
を
未
だ
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
は
等
し
く
理
性
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
だ
が
、
理
性
を
単
に
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
「
肝
心
な
こ
と
は
そ
れ
を
よ
く
用
い
る
こ
と
で
あ
る
し
。
そ
し
て
、
そ
の
使

謝　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
倉
理
主
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
二
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哲
学
研
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第
五
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三
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三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

用
に
程
度
差
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
理
性
の
使
い
方
が
上
手
な
人
が
「
も
の
わ
か
り
の
い
い
入
」
で
あ
り
、
下
手

な
人
が
「
真
偽
判
別
力
に
劣
る
人
」
と
憶
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
よ
く
判
断
す
る
能
力
を
行
使
す
る
場
合
、
結
果
と
し
て
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

平
等
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
は
、
そ
の
現
実
化
に
お
い
て
一
連
の
程
度
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
し
と
い
う
ロ
デ
ィ
ス
ー
ー
レ
ヴ
ィ
ス
の
指

摘
は
当
っ
て
い
る
Q
そ
れ
ゆ
え
、
理
性
そ
の
も
の
の
平
等
性
に
は
一
点
の
矛
盾
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
平
等
な
る
理
性
と
い
う
イ
デ
…
は
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
正
し
い
使
用
へ
と
誘
う
だ
け
で
な
く
、
学
問
一
般
の
定
立
可
能
性
を
約
束
す
る
。

す
な
わ
ち
理
性
の
平
等
と
は
周
時
に
そ
の
普
遍
性
、
周
一
性
、
同
質
牲
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
と
気
心
を
ま
る
で
異
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

人
で
も
、
わ
れ
わ
れ
と
同
程
度
又
は
、
わ
れ
わ
れ
以
上
に
理
性
を
使
っ
て
い
る
」
ゆ
え
に
、
理
性
は
普
遍
的
で
あ
る
。
ま
た
、
理
性
全
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

が
形
梢
の
如
く
多
寡
な
く
各
人
の
内
に
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
同
一
か
つ
同
質
的
で
あ
る
Q
そ
し
て
、
同
じ
一
つ
の
理
性
し
か
な
い
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

一
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
は
一
つ
の
認
識
し
か
あ
り
え
な
い
。
従
っ
て
、
理
性
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
、
少
く
と
も
原
理
的
に
は
、

共
通
に
了
解
し
合
う
こ
と
が
罎
来
、
こ
こ
に
客
観
的
認
識
た
る
学
問
の
地
平
が
開
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
で
理
性
の
定
義
分
析
は
な
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
見
方
を
変
え
て
専
ら
認
識
論
無
関
心
か
ら
理
性
（
自
然
の
光
）

　
　
　
（
6
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

の
反
意
語
で
あ
る
「
自
然
」
（
§
ミ
ミ
）
お
よ
び
「
臆
見
」
（
。
黛
ミ
。
）
の
二
つ
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て
理
性
が
果
し
て
定

義
に
示
さ
れ
た
如
く
真
偽
判
断
の
基
準
と
な
り
え
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
「
序
説
」
第
二
部
で
、
デ
カ
ル
ト
は
臆
見
と
理
性
と
を
並
置
し
て
「
か
つ
て
理
性
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
ず
に
私
の
信
念
の
中
に
滑
り
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

ん
で
き
た
臆
見
の
全
て
を
、
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
す
る
」
と
蕎
っ
て
い
る
。
臆
兇
と
は
何
か
。
な
ぜ
そ
れ
は
拒
否
さ
れ
る
か
。
理
性
に
よ
る

　
　
　
ヘ
　
　
へ

導
入
が
な
ぜ
正
し
い
と
さ
れ
る
か
。

　
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
臆
見
の
多
く
は
幼
年
時
代
の
偏
見
に
根
差
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
霞
ら
の
理
性
使
用
を
ま
だ
知
ら
な
い
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

「
感
覚
の
弱
さ
と
教
師
の
権
威
と
に
支
え
ら
れ
た
の
み
」
で
あ
っ
た
か
ら
。
感
覚
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぽ
単
に
そ
う
冒
に
見
え
る
か
ら



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

　
　
と
い
う
理
由
で
星
は
極
め
て
小
さ
い
と
思
い
込
む
如
く
。
感
覚
に
基
づ
く
臆
見
は
、
あ
と
に
な
っ
て
も
根
絶
し
難
く
「
わ
れ
わ
れ
は
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
何
か
聞
違
っ
た
偏
見
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。
」
教
師
の
権
威
（
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ー
ー
ス
コ
ラ
の
権
威
で
あ
る
の
だ
が
）
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
　
て
は
、
た
と
え
ぽ
水
面
上
に
あ
る
空
気
は
、
水
よ
り
も
な
お
稀
薄
で
あ
る
と
す
る
如
く
Q
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
確
実
不
可
疑
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
論
拠
に
で
は
な
く
学
者
た
ち
の
蓋
然
的
な
推
測
に
し
か
基
づ
い
て
い
な
い
臆
見
で
あ
る
。
そ
う
し
た
臆
見
は
明
蜥
な
真
理
に
達
す
る
よ
り

　
　
　
　
　
　
（
7
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
も
容
易
で
あ
り
、
学
者
た
ち
は
敢
え
て
不
明
な
も
の
を
推
測
に
よ
っ
て
断
定
し
よ
う
と
す
る
。
　
「
光
よ
り
も
闇
を
好
む
と
は
実
際
何
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
　
う
無
分
別
な
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。
」
そ
れ
ゆ
え
臆
見
は
感
覚
と
学
港
の
蓋
然
的
推
灘
に
対
す
る
子
供
の
時
か
ら
の
盲
撃
的
信
用
と
に
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

　
　
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
い
ず
れ
の
偏
見
も
抜
き
難
く
、
長
い
關
の
習
慣
で
主
の
如
く
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
占
め
て
き
た
。
も
し
生
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

　
　
た
時
か
ら
理
性
を
使
っ
て
い
た
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
も
っ
と
純
粋
で
堅
固
で
あ
っ
た
ろ
う
Q
ゆ
え
に
人
は
「
知
識
の
年
齢
」
に
達

　
す
る
や
否
や
、
そ
れ
ま
で
に
入
り
こ
ん
で
き
た
す
べ
て
の
臆
見
を
拒
否
し
、
自
ら
の
理
性
で
事
物
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

　
　
デ
カ
ル
ト
は
真
理
の
基
準
に
「
満
場
一
致
」
（
N
偽
　
q
O
嵩
偽
恥
醤
正
偽
ミ
嵩
妹
　
軸
脈
隷
帖
q
鴨
、
晦
軸
N
）
を
採
ら
ず
膚
然
の
光
を
採
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
の
臆
見
は
一
人
の
良
識
人
の
自
然
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
単
純
か
つ
純
粋
な
判
断
に
劣
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
真
理
の
基
準
を
臆
見
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

　
　
り
も
理
性
の
開
証
性
に
鷺
き
、
た
だ
「
理
性
の
声
の
み
に
耳
を
傾
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
理
性
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

　
　
「
理
性
と
い
う
水
準
器
で
正
さ
れ
た
〕
臆
見
は
真
に
し
て
正
当
な
も
の
と
な
る
。
か
く
し
て
、
理
性
は
臆
見
と
比
較
さ
れ
た
場
合
、
後
者

　
　
を
は
る
か
に
凌
ぐ
真
理
基
準
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
だ
が
、
理
性
の
明
証
性
を
真
と
す
る
形
面
上
学
的
根
拠
に
つ
い
て
は
椀
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
理
性
は

　
　
真
理
の
相
鮒
的
基
準
で
は
あ
っ
て
も
絶
鰐
的
基
準
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
る
べ
く
「
慮
然
し
と
理
性
と
の
関
係

　
　
を
考
え
て
み
よ
う
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
「
第
一
二
省
察
」
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
豊
浦
の
光
の
教
え
と
欝
血
の
教
え
と
を
比
較
し
、
前
者
は
疑
い
え
な
い
が
後
巻
す
な
わ
ち
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
然
的
傾
向
」
（
ミ
鳶
§
勘
§
恥
嵩
ミ
ミ
ミ
題
）
に
は
従
わ
な
い
方
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
自
然
（
§
ミ
ミ
）
と
は
何
で
あ
る
か
、
翻
然
の

832　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
合
理
憲
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



284

　
　
　
　
哲
学
研
施
九
　
第
五
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隣
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

光
（
ミ
§
．
き
　
隷
額
叫
黛
越
N
N
恥
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
自
然
と
は
「
あ
る
種
の
傾
向
」
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
は
「
精
神
と
身
体
と
か
ら
成
る
私
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

神
が
与
え
た
す
べ
て
…
…
の
集
合
体
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
膚
然
が
、
た
と
え
ぼ
、
わ
れ
わ
れ
が
渇
き
の
感
覚
を
持
つ
時
身
体
は
飲
料

を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
の
教
え
と
は
わ
れ
わ
れ
が
動
物
で
あ
る
限
り
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

「
本
能
」
の
一
つ
で
あ
り
、
身
体
保
存
の
た
め
の
衝
動
で
あ
る
。
他
方
、
自
然
の
光
と
は
「
精
神
の
直
観
」
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
人
閥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

で
あ
る
限
り
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
っ
て
純
粋
に
知
的
な
る
本
心
で
あ
る
。
こ
の
光
の
教
え
に
よ
っ
て
、
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
を
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

単
・
純
本
質
や
単
純
本
質
相
互
の
必
然
的
結
合
を
慮
観
し
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
自
然
の
光
の
教
え
が
不
可
疑
で
、
膚
然
の
教
え
が

そ
う
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
自
然
の
教
え
が
誤
謬
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
水
腫
症
の
患
者
が
身
体
に
毒
で
あ
る
水
を
欲
し
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
如
く
。
自
然
は
こ
の
よ
う
に
理
性
の
教
え
と
は
反
対
の
方
へ
わ
れ
わ
れ
を
駆
り
立
て
る
ゆ
え
、
細
心
の
教
え
を
あ
ま
り
信
用
す
べ
き
で

　
　
（
9
1
）
　
　
　
　
　
、
、
、
、

は
な
い
。
だ
が
、
霞
然
の
光
に
つ
い
て
は
、
そ
の
教
え
る
と
こ
ろ
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
い
か
な
る
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
手
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

も
わ
れ
わ
れ
の
内
に
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
光
そ
の
も
の
が
判
明
・
確
実
に
し
て
疑
を
残
さ
ぬ
颪
観
で
あ
り
、
そ
の
光
の
対
象
た
る
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

純
本
質
も
そ
の
単
純
さ
の
ゆ
え
に
い
か
な
る
虚
偽
も
含
ま
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
鐵
然
の
光
の
教
え
は
常
に
真
で
あ
り
、
そ
れ
が
真

理
の
基
準
に
な
り
え
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
自
然
の
教
え
が
偽
で
渚
然
の
光
の
そ
れ
が
常
に
真
で
あ
る
と
無
条
件
に
雷
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

神
の
誠
実
と
い
う
形
禰
上
学
的
条
件
を
そ
こ
に
入
れ
て
考
え
る
時
、
問
題
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

省
察
で
、
神
は
欺
か
ぬ
と
い
う
確
僑
か
ら
感
覚
的
世
界
を
復
権
さ
せ
た
後
で
、
デ
カ
ル
ト
は
上
述
の
一
習
明
と
は
裏
腹
に
「
自
然
が
私
に
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
6
）

え
る
全
て
が
何
ら
か
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
一
点
の
疑
い
も
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
粛
然
は
神
の
善
性
に
も
拘

　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

ら
ず
時
と
し
て
誤
る
に
せ
よ
、
痛
み
の
感
覚
が
身
体
に
有
害
な
も
の
の
存
在
を
精
神
に
示
す
切
実
な
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
如
く
、
自
然
は
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
8
）

れ
わ
れ
に
「
身
体
の
妊
・
不
都
合
に
関
す
る
事
物
に
つ
い
て
最
も
普
通
の
場
合
、
偽
よ
り
も
真
を
」
噛
す
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

の
教
え
る
と
こ
ろ
を
全
部
認
め
て
は
い
け
な
い
し
、
全
部
疑
っ
て
も
い
け
な
い
、
と
デ
カ
ル
ト
は
や
や
曖
昧
な
が
ら
率
直
な
と
こ
ろ
を
告



白
し
て
い
る
。
慮
然
の
光
に
つ
い
て
も
、
そ
の
明
証
性
を
絶
対
に
真
と
す
る
究
極
の
形
而
上
学
的
根
拠
は
神
の
誠
実
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

思
わ
れ
る
Q
な
ぜ
な
ら
、
神
の
誠
実
を
想
定
し
な
け
れ
ば
「
私
が
最
も
明
証
約
か
つ
確
実
に
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
の
も
の
に
お
い
て
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
§
a
1
）

え
私
が
た
や
す
く
誤
る
よ
う
に
調
質
に
よ
っ
て
仕
向
け
ら
れ
た
と
考
え
う
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
明
証
的
な
直
観
で
あ
ろ
う
と
も

疑
い
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
自
身
「
自
然
の
光
が
明
噺
判
明
に
知
る
も
の
に
お
い
て
…
…
そ
の
光
が
知
覚
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
（
三
〇
1
）

対
象
は
全
て
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
（
神
は
欺
か
ぬ
こ
と
）
か
ら
帰
結
す
る
」
と
醤
っ
て
い
る
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
霞
然

の
光
（
理
性
）
が
真
理
の
基
準
で
あ
る
と
単
純
に
書
う
こ
と
は
鵬
来
な
く
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
方
で
理
性
を
独
立
し
た
不
可
疑
の

真
理
基
準
と
し
て
使
い
な
が
ら
、
他
方
で
そ
れ
は
神
の
誠
実
に
依
存
し
て
い
る
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
な
矛
麿
で
あ
っ
て
急
調
デ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
循
環
の
所
在
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
矛
盾
は
、
理
性
が
も
は
や
素
朴
な
主
知
主
義
的
認
識
論
の
立
場
を
越
え
て

存
在
論
の
立
場
か
ら
形
而
上
学
的
に
重
い
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
理
性
は
、
最
初
、
入
費
の
み
に

等
し
く
潜
在
す
る
寒
具
的
判
断
力
と
い
う
独
特
な
形
で
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
理
性
の
純
粋
さ
は
、
理
性
を
臆
見
を
越
え
た
高
い
真
理
基

準
と
す
る
確
信
を
生
み
、
理
性
の
普
遍
性
は
、
他
の
諸
性
格
と
稲
侯
っ
て
デ
カ
ル
ト
的
学
問
の
基
礎
を
形
成
し
、
そ
の
発
展
を
約
束
し
て

い
る
。
し
か
し
、
形
而
上
学
の
側
か
ら
理
性
の
存
在
論
的
根
拠
を
憩
う
場
合
、
必
ず
し
も
理
性
は
真
理
の
絶
対
的
基
準
で
は
な
く
、
先
述

し
た
如
く
、
霞
然
の
問
題
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
理
性
の
真
理
性
と
神
の
誠
実
と
の
聞
に
一
種
の
混
乱
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ば
、
理
性
に
素
朴
な
確
信
を
潜
く
舎
理
主
義
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
次
の
第
二
章
、
三
章
に

わ
た
っ
て
、
こ
の
問
題
の
具
体
的
展
開
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
1
）
　
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ソ
シ
ェ
ヴ
ィ
ク
は
「
理
性
」
を
礪
洋
哲
学
に
お
い
て
最
も
使
用
度
の
高
い
懸
詞
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
（
ぴ
胸
じ
ご
議
瀧
。
び
く
貯
σ
q
”

　
察
試
ミ
鷺
叙
鳴
ミ
。
詳
隷
、
、
煕
ミ
鷺
叙
、
ミ
“
舞
℃
．
c
。
．
）
。

（
2
）
　
あ
る
意
味
で
、
西
洋
哲
学
史
は
「
理
性
扁
の
解
釈
史
だ
と
言
え
よ
う
。
古
代
に
お
い
て
は
、
ミ
ュ
ト
ス
か
ら
ロ
ゴ
ス
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
タ

　
レ
ス
や
ク
セ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
、
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
や
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
船
脚
理
的
・
実
証
的
思
謂
考
に
お
い
て
理
性
の
守
門
児
が
甥
鮒
め
ら
れ
、
そ
れ
は
ソ
ク
ラ

285
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ル
ト
の
合
理
主
義
に
つ
い
て

七
七
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テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
大
き
な
展
開
を
見
た
。
ま
た
、
ス
ト
ア
哲
学
で
は
理
性
の
倫
理
化
へ
の
要
求
が
強
く
出
て
い
る
。

　
中
世
に
お
い
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ア
ン
セ
ル
ム
ス
、
ト
マ
ス
を
通
し
て
信
仰
と
理
性
の
調
和
が
意
識
さ
れ
、
中
世
末
期
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス

　
に
か
け
て
は
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ
カ
ム
や
ポ
ソ
ポ
ナ
ッ
チ
ィ
を
中
心
に
、
理
性
の
信
仰
か
ら
の
独
立
が
叫
ば
れ
る
。
近
世
に
入
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
、

　
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
理
剛
筏
の
数
学
的
確
実
性
を
強
調
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
は
そ
う
い
う
理
性
の
形
而
上
学
を
｝
再
検
　
討
し
た
。
へ
ー
ゲ

　
ル
に
至
っ
て
、
そ
の
形
而
上
学
は
歴
史
的
発
展
の
史
観
か
ら
綜
合
さ
れ
る
。
彼
自
身
は
、
理
性
的
な
も
の
を
具
体
的
実
在
と
し
て
重
視
し
た
。
現
代

　
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
、
理
性
を
極
度
に
論
理
化
し
、
そ
れ
を
科
学
的
認
識
の
基
礎
に
掻
い
た
人
で
あ
る
。
（
。
め
潤
◎
奢
入
り
沁
ミ
動
§
“
叙
§
隔

　
寧
鍔
鴇
ご
憾
ミ
ミ
魯
S
曹
ミ
、
砺
ミ
鋭
ρ
○
．
O
H
§
σ
q
①
ひ
ト
黛
肉
ミ
恥
§
》
国
■
じ
ご
撤
｝
港
ひ
聖
乳
。
尋
，
衛
叙
鴨
貯
黛
ミ
。
旨
㌧
ミ
食
P
炉
弓
・
罵
8
国
ρ
落
角
℃
、
同
憂
§
響
織
黛
蕊

　
b
詩
欺
。
鳶
§
曙
ミ
憾
ミ
ご
8
辱
ξ
貸
嵩
翫
、
遷
簿
ミ
。
讐
．
）

（
3
）
　
》
●
U
鉱
¢
訂
臨
ρ
ぎ
ミ
伽
ミ
ミ
越
帖
偽
き
ミ
Q
§
ミ
ミ
，
勘
心
§
叙
Q
ミ
辱
ミ
ご
旨
㌧
ミ
恥
り
N
．
§
、
職
ら
隷
薫
、
、
登
、
，
ミ
砺
§
．

（
4
）
b
§
．
レ
〉
臼
≦
電
b
。
．

（
5
）
ミ
ミ
§
§
§
し
囲
．
》
－
β
≦
H
』
ご
《
ぎ
こ
ミ
ミ
ミ
黛
向
ぎ
⊇
・
§
。
y

（
6
）
　
卜
⑩
慧
誌
昏
§
謎
ミ
§
3
H
①
一
日
O
一
睡
①
ω
Φ
「
》
・
8
．
銅
㎝
O
Φ
．
…
…
に
、
理
性
と
は
、
　
一
般
的
定
義
と
は
ち
が
っ
て
、
推
論
で
あ
る
よ
り
も
直
観
で

　
あ
り
、
自
然
の
光
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
自
然
の
光
と
の
同
義
性
に
つ
い
て
は
、
他
の
箇
所
で
も
明
示
さ
れ
て
い

　
る
。
た
と
え
ば
「
神
は
わ
れ
わ
れ
出
入
に
真
偽
を
識
別
す
る
何
ら
か
の
光
を
与
え
て
い
る
：
：
：
」
（
N
）
鋳
p
H
口
．
＞
f
8
・
＜
圃
．
卜
5
刈
）
、
「
真
偽
を
区
別
す
る

　
た
め
に
こ
の
光
が
私
に
真
と
示
す
も
の
が
偽
で
あ
る
と
私
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
い
か
な
る
能
力
な
い
し
カ
も
私
の
内
に
な
い
。
」
（
ミ
幾
㍗

　
ミ
織
。
塁
噸
臼
．
》
・
↓
．
H
く
点
露
ω
O
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

沁
鳥
頓
こ
×
岡
H
．
》
－
↓
．
×
曾
G
O
⑫
9

§
鋳
8
費
亀
叙
く
q
ミ
ミ
ミ
》
｝
↓
．
臼
●
鰹
L
念
§
黛
ミ
ミ
鍔
鴇
題
冒
ミ
ら
ミ
ミ
》
噸

沁
馬
瞬
”
H
幽
諺
－
6
×
．
G
◎
①
磨

理
性
に
お
け
る
悔
性
的
側
面
と
意
志
的
側
顧
に
つ
い
て
は
、
O
買
置
2
焦
①
拶
O
饗
戸
§
6
湿
r
b
義
ら
§
，
鷺
師

質
O
涜
。
ジ
b
鋳
8
袋
諺
叙
鴨
N
9
§
慧
。
駄
魯
欝
§
馬
ミ
s
ミ
㌧
㌶
§
ミ
姫
・
3
℃
ワ
c
Q
一
一
。
。
○
○
・

b
、
旨
こ
屡
H
》
－
↓
．
＜
圃
■
卜
o
c
◎
●

尊
ミ
．

所
収
、
ロ
デ
ィ
ス
の
議
論
（
㍗
①
一
）
参
照
o
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A　　A　　A　　A　　A　A　　A　A
21　20　19　18　17　16　15　14
v　　v　　v　　v　　v　　v　　v　　v

1
ゆ
・

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

こ
の
解
釈
拡
、
ジ
ル
ソ
ン
に
負
う
、
○
涜
。
算
O
㌘
9
r
や
G
◎
卜
σ
「

理
性
の
こ
の
3
つ
の
側
面
は
、
モ
ラ
ル
に
お
い
て
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
問
題
化
す
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳
述
す
る
Q

b
跨
ら
こ
く
・
》
－
↓
．
＜
H
．
㎝
Q
Q
■

凡
黛
駄
こ
α
①
‘

凡
黛
駄
こ
㎝
メ

導
、
鈍
こ
α
9

カ
¢
。
同
ω
§
〈
艮
同
o
V
び
○
α
q
8
（
言
葉
）

b
鎌
2
＜
●
》
・
β
＜
H
．
α
Q
。
。
o
｛
．
い
巳
誌
β
＜
ウ
μ
O
㎝
①
一
δ
8
．
（
舞
》
．
国
。
。
葛
葺
．
箸
・
誌
G
。
1
鱒
鱒
蒔
）
り
ぎ
臨
5
鼠
冨
「
○
器
9
ピ
8
●
簿
‘
℃
P
繕
も
Ω
Q
。

b
蹄
ら
こ
く
「
》
・
β
＜
圓
．
零
●
無
．
寓
。
簿
鉱
σ
Q
鵠
ρ
浮
。
・
£
。
同
。
。
噛
H
H
・
×
H
困
」
鼠
5
蒜
欝
『
Ω
『
o
望
。
℃
◎
o
剛
£
や
爲
◎

b
蹄
ら
こ
く
G
》
－
↓
零
く
H
’
α
刈
．

凡
黛
叙
4
㎝
c
◎
．

隷
轟
ミ
昏
．
§
℃
、
ミ
”
㎝
1
悼
l
H
曲
り
”
》
－
β
く
．
卜
σ
誘
ー
ト
）
ミ
“
冨
δ
℃
ぴ
鎚
の
σ
冨
吋
○
涜
o
p
O
ワ
。
詳
．
一
P
爲
①
●

b
鋳
£
＜
．
》
－
β
く
圃
．
α
メ

帆
黛
翫
こ
α
Φ
．

賊
黛
叙
こ
α
刈
一
㎝
G
o
◆

軌
ミ
駄
こ
㎝
c
o
・

帆
黛
職
こ
α
S

た
と
え
ば
、
　
ハ
チ
は
仲
閥
に
蜜
の
あ
り
か
を
知
ら
せ
る
た
め
に
意
識
的
な
『
て
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
手
段
を
持
ち
、
ま
た
イ
ル
カ
は
特
殊
な
超

　
音
波
に
よ
っ
て
仲
間
と
意
思
を
通
じ
合
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
狂
人
の
発
す
る
非
合
理
な
思
考
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
彼
ら
な
り
の
意
識

　
し
た
論
理
が
あ
り
ゃ
否
や
と
い
う
こ
と
も
、
現
代
の
精
神
病
理
学
上
の
問
題
で
あ
る
。

（
3
2
）
b
蹄
ら
4
H
》
－
β
＜
掴
曽

（
3
3
）
　
た
と
え
ば
、
理
性
は
人
間
の
み
に
許
さ
れ
た
「
認
識
能
力
」
（
㌧
識
ミ
膏
鴨
鉾
轡
G
。
O
）
で
あ
る
。
心
身
の
実
在
的
区
別
と
い
う
思
想
は
、
思
考
す

　
　
デ
カ
ル
ト
と
合
理
主
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
○

　
る
も
の
と
し
て
理
性
（
寒
ミ
ミ
瓢
§
鉾
目
》
晦
曾
く
瞬
H
』
ご
ぐ
‘
象
8
讐
帖
§
恥
…
…
紅
娯
笥
ミ
§
》
）
が
、
機
械
に
す
ぎ
な
い
身
体
と
は
本
質
的
に
違
う

　
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
。
ま
た
、
魂
の
不
死
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
み
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に
お
い
て
の
み
、
魂
（
理

　
性
）
の
身
体
か
ら
の
独
立
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
問
は
理
性
ゆ
え
に
道
徳
駒
存
在
で
あ
り
、
そ
の
草
し
い
使
用
が
人
を
徳
に
導
く

　
（
N
ざ
帆
恩
擁
衛
　
昏
　
輯
㌧
硫
亀
守
笥
帖
．
、
ぴ
　
駆
…
c
o
一
一
①
鼻
㎝
．
　
》
一
↓
．
　
圃
／
さ
　
ト
Q
①
刈
）
Q

（
3
4
）
　
こ
こ
で
は
、
い
ゴ
簿
ξ
銑
皆
｝
と
』
言
σ
ご
と
は
同
義
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
《
蜜
雪
5
簿
霞
巴
①
ヨ
・
・
署
①
博
雷
同
§
”
》
（
冬
誉
自
註
、
〉
》
－
8
・
く
負
い
ト
a
．

　
ら
。
鵯
）
と
い
う
が
如
く
。
デ
カ
ル
ト
の
時
代
に
お
い
て
は
§
、
誌
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
ま
だ
存
窃
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
人
々
は
§
謡
ミ
§
と
い
う

　
ラ
テ
ン
語
を
嵩
ミ
ミ
ミ
N
ミ
蒸
蕊
§
、
ミ
内
命
と
か
誌
§
象
さ
§
と
訳
し
た
（
澄
慧
誌
9
．
沁
鴨
賢
謎
ミ
、
§
N
ミ
餐
禽
恥
§
、
N
．
§
喜
多
黛
欺
§
魯
へ
．
覇
㌧
、
蹄

　
｝
袋
ミ
織
讐
び
ひ
自
．
匹
①
カ
○
黛
？
ピ
の
堤
猷
》
℃
■
H
刈
罰
一
刈
0
1
）
o
ま
た
、
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
生
罵
バ
繍
脚
念
の
こ
と
を
．
貯
恥
㌧
曳
“
覇
ミ
，
転
“
鈎
霜
啓
恥
ら
嵩
。
黛
笥
と
坐
探
現
し

　
て
い
る
（
羅
な
。
匪
難
蓉
劉
b
偽
ミ
沁
ミ
［
ミ
，
ら
、
ミ
寒
智
織
ミ
駆
■
圃
出
・
H
一
囲
）
O

（
3
5
）
　
ミ
“
叙
蹄
ミ
㌧
§
3
霞
．
》
歳
、
●
囲
×
－
歴
無
。
理
性
は
、
そ
れ
が
生
具
的
で
あ
る
点
で
、
生
具
観
念
と
共
通
点
を
持
つ
。

（
3
6
）
　
」
く
。
欝
肉
曹
》
，
二
》
6
．
＜
踏
－
卜
。
●
ω
の
巴

（
3
7
）
　
簿
騎
ミ
昏
｝
§
℃
、
防
§
ミ
圃
δ
…
8
1
餐
ω
O
’
》
、
圏
，
e
回
H
・
締
。
。
層
。
い
○
．
湾
鼠
卿
ω
臼
。
薯
グ
黛
慧
，
o
ミ
ミ
蕾
§
執
、
讐
8
蕊
織
§
琳
無
隷
ら
§
、
織
鴇
§
諺
ミ
魯
℃
．

　
c
◎
ゲ

（
3
8
）
　
理
性
を
胴
発
（
ミ
腎
ご
ミ
，
）
す
る
と
い
う
思
想
を
、
デ
カ
ル
ト
は
し
ぼ
し
ば
繰
．
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
（
b
助
ら
．
”
H
目
》
・
8
．
＜
回
．
卜
。
3
緯
黛
越

　
貸
ま
琶
Ω
§
、
ミ
§
日
偏
馬
N
鳩
9
N
導
ミ
累
隷
叙
笥
卜
遷
駄
♪
心
一
㎝
i
H
①
湛
8
＞
・
8
・
く
．
μ
9
い
ミ
讐
職
昏
“
㍗
鶏
曾
黙
》
⑦
一
同
O
一
同
①
潟
α
■
》
・
↓
◎
H
＜
．
ω
O
①
）
。
そ
の
重

　
要
性
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
詳
述
す
る
。

（
3
9
）
　
肉
笥
鮫
》
目
〈
●
》
－
β
×
辱
ω
刈
q
。
”
《
辱
ミ
，
o
ミ
欺
§
鋳
N
ミ
ミ
ミ
y
沁
一
撃
×
・
》
－
β
×
・
薩
8
”
《
憾
ミ
、
臼
、
、
ミ
㌧
§
職
y
b
ぴ
ら
こ
く
圃
・
〉
・
8
．
＜
H
尋
謡
”

　
〈
、
，
ミ
旨
㌶
嵩
貸
ミ
、
ミ
紺
ミ
ミ
Q
辱
黛
蒸
》
⇒

（
4
0
）
　
肉
恥
験
回
く
・
》
哺
．
×
．
G
。
綾
”
《
≧
ミ
§
ミ
§
起
ミ
超
噛
、
、
》
§
鷺
議
ミ
ミ
§
・
，
ミ
、
§
口
器
偽
鳶
a
聴
診
蔑
§
蔑
y

（
4
1
）
　
浄
ら
§
§
吻
博
，
愈
§
鶏
卸
》
θ
く
臣
蕊
G
”
．
㍗
、
帖
ミ
も
鼻
H
μ
露
諺
・

（
4
2
）
　
§
ミ
ミ
黙
§
象
”
＜
．
箸
6
◆
＜
畷
①
A
◎
な
お
ヴ
ォ
エ
チ
ウ
ス
宛
て
の
手
紙
（
》
軍
↓
’
く
購
り
ト
σ
“
一
①
刈
）
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
想
起
説
と
珍
話
観
念
と
の
関

　
係
が
直
接
、
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
1
7
世
紀
前
葉
、
プ
ラ
ト
ン
的
ぎ
冨
虫
。
。
讐
ω
の
復
活
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ベ
リ
ュ
ル
、
ジ
ビ
ュ

　
ー
フ
、
シ
オ
ン
、
メ
ル
セ
ソ
ヌ
は
み
な
そ
の
説
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
。
デ
カ
ル
ト
も
そ
れ
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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（
窪
騨
Ω
㌍
§
Ψ
専
ミ
翁
§
，
～
こ
、
隻
偽
叙
こ
袋
㌧
§
昏
ミ
“
ミ
へ
§
簿
叙
§
之
織
、
ミ
，
ミ
§
．
皇
§
蔓
ミ
ミ
§
，
郵
§
ら
℃
．
ω
卜
。
1
㎝
O
）
o

（
4
3
）

（
艇
）

（
4
5
）

（
4
6
）

（
4
7
）

沁
象
か
軸
、
ら
詠
♪
諺
離
、
。
×
．
加
0
9

さ
駄
、
器
欺
ミ
器
許
〈
’
〉
㌧
8
■
＜
麟
．
①
メ

沁
象
ぎ
、
・
簿
3
諺
趨
＝
×
“
お
O
．
こ
こ
で
理
性
を
、
第
二
雀
察
（
｝
’
↓
写
く
騨
ト
ひ
N
）
に
従
っ
て
、
精
神
な
い
し
魂
と
問
義
と
見
て
お
く
。

沁
魯
、
N
ミ
、
ら
｝
♪
笹
箆
■

U
び
。
・
冒
く
同
．
〉
・
β
＜
剛
．
綾
”
昏
ミ
ミ
匙
題
恥
§
帖
ミ
鴛
禽
駄
宏
量
、
、
欺
“
ゆ
ミ
旨
ミ
誌
ミ
黛
、
災
踏
ミ
笥
ミ
§
蓉
§
》
◆
o
h
肉
馬
噸
一
H
＜
◆
》
－
β
×
．
も
。
刈
9
ら
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　　ARTICLS　IN　THIS　ISSUE

The　outline　of　such　an　article　as　appears　in　more　than　one　number　of　this

Vlagaziア副5オO　bb　given渉0心隔励勧ゐe　last　i・astalment・f　the　article．

Sur　le　rationa嚢isme　de　I）escartes（1）
ノ

Etude　sur　les　s量gnifications　et　les　r6至es　de　la　raison

Par　Hiroaki　Ya；nada

　　No£re　but，　dans　cet　articie，　est　d’examiner　ce　qu’est　ia　raison　cartesienne

et　de　d6termiher　le　sens　du　rationalisme　de　Descartes．

　　Dans　le　chapitre　preparatoire，　nous　avons　vu，　du　polnt　de　vue　historique，

la　formation　de　ia　raison　cartesienne　；　eile　n’a　pas　6t6　cr6ee　seulement　par

Descartes，　mais　elle　a　6t6　pr6paree　au　＄ein　des　courants　de　la　peRsee　rati－

onnelle　aux　XVle　et　XVIIe　siさcles．　Par　exemp｝e，　Descartes，　sotts　1，inflzエe・

nce　probable　de　Pomponazzi，　a　etabii　1’autorit6　de　la　raison　en　la　separant

de　1’autorit6　de　｝a　foi，　et　en　refusant　ce｝le　des　A　nciens．　C’est　sous　1’lnfluence

des　ld6es　scientifiques　de　Beeckman　et　de　Ga！i！6e　qu’il　a　trouv6　la　raison

math6matique．　Enfin，　coRtre　la　tentative　pyrrhonienne　de　Montaigne，　il

a　eu　besoin　de　souligner　｝a　eertitude　de　la　raison　comme　une　arme　puissante

dans　la　reckeyche　de　la　v6rit6．

　　Dans　le　prernier　chapitre，　nous　avons　examine　les　signif1cations　de　la

raison，　selon　la　definition　donn6e　par　Descartes．　La　yaison　est　un　autre

nom　du　bon　sens　ou　de　la　lumiere　naturelle，　qui　est　exclusivement　humaine，

et　qui　est　attssi　volontaire　qu’inteliectuelie．　Ce　qui　est　origiRal，　c’est　que

la　raison　est　une　notion　inn6e　qui　est，　pour　ainsi　dire，　une　fontalne　profonde

de　la　connaissaRee　pure．　Cette　raison，　innee　et　egale　en　chacun，　foumit

1



un　fond　commu総aux　scie鍛ces　humaines．　Or，三I　semble　que　re籍seigne磁ent

lde　cette．rais6n　est．i士r6futablemerit　vtai　et　so1ide，’cohtra丘emeh七a1’eASe三9一

簸ement　fallacieux．．　de　lとnature　e亡d6s．opinions．vエaisemb至abl’es．　Cependa11£，

nous　avo且s　trouv6　qu’il　existe　une　arぬbigu宝t6　dans　la　raison，（luand　nous

．，・n・herc瞬1・圃・m・nt・・t・1・琴iq…．Cq4q・ai・ρ・d・lt合t・e　b・・6・・u・

Dieu，　mais　Descartes？utilise　comme　si　elle　e電a童t　le　crit6r呈um　de　la　v6r三艶

avant　qu’圭1．ne．trouve　Ia　v6racit6　diy圭ne・Voilゑun　symp£6me　du　cercle

ca質6sien，　qui　sera　簸otre　principale　pr壱◎ccupat圭on　da簸s　sa斑6taphys…que．
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