
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」

　
　
　
一
『
省
察
』
に
お
け
る
物
体
の
存
在
証
明
の
一
考
察
1

倉
　
　
田

隆

　
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
形
而
上
学
の
主
著
『
省
察
』
の
「
第
六
省
察
」
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
物
体
の
存
在
証
明
」
を
行
っ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
証
明
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
早
く
も
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
「
幾
何
学
的
に
厳
密
な
証
明
で
は
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て

何
よ
り
も
、
そ
の
証
明
を
行
っ
．
た
当
の
デ
カ
ル
ト
が
、
「
以
下
の
六
つ
の
省
察
の
概
要
」
の
最
後
で
、
「
物
質
的
事
物
（
器
の
ヨ
簿
Φ
二
慧
ω
）

の
存
在
を
結
論
し
う
る
す
べ
て
の
根
拠
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
神
と
の
認
識
に
至
ら
し
め
る
根
拠
ほ
ど
に
は
、
堅
固
で
も
分
明
で
も

（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
い
」
と
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
が
様
々
な
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
第
六
省
察
」
に
お
け
る
物
体
の
存
在
証
明
の
妥
当
性
を
、
こ
の
証
明
中
に
現
れ
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
（
ヨ
9
。
ぴ
q
9

質
。
や
9
訟
。
）
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
据
え
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
デ
カ
ル
ト
が
独
自
の
判
断
論
を
展
開
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
第
四
省
察
」
に
お
い
て
、
や
は
り
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
お
り
、
両
者
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
、
「
聖
な
る
確
実
な
（
〈
。
渥
主
簿
8
洋
¢
ヨ
）
」
判
断
と
い
う
観
点
か
ら
、
物
体
の
存
在
証
明
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
上
で
の
手
が
か
り
が

得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」

四
五
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剛
　
物
体
の
存
在
証
明

　
さ
て
、
「
第
六
省
察
」
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
「
物
体
的
事
物
（
器
ω
8
弓
自
＄
）
」
の
存
在
証
明
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
の
よ
う
に
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
①
私
の
う
ち
に
は
、
感
覚
す
る
或
る
種
の
受
動
的
能
力
（
忘
ω
ω
陣
毒
欝
。
巳
酔
器
）
、
す
な
わ
ち
感
覚
的
事
物
（
器
ω
筐
底
蓬
凶
ω
）
の
観
念

　
　
　
を
受
容
し
認
識
す
る
と
い
う
受
動
的
能
力
が
あ
る
。

　
　
し
か
し
、

　
　
②
こ
の
受
動
的
能
力
を
私
が
用
い
う
る
の
は
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
産
出
な
い
し
実
現
す
る
遷
る
種
の
能
動
的
能
力
（
①
。
帥
ぎ

　
　
　
富
2
冨
ω
）
が
、
私
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
と
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
と
、
存
在
す
る
揚
合
に
限
ら
れ
る
。

　
　
し
か
る
に
、

　
　
③
そ
の
能
動
的
能
力
は
私
自
身
の
う
ち
に
は
あ
り
え
な
い
。

　
　
な
ぜ
な
ら
、

　
　
④
そ
の
能
動
的
能
力
は
い
か
な
る
知
性
作
用
も
ま
っ
た
く
予
想
し
な
い
し
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
、
私
が
協
力
し
な
く
て
も
、
む

　
　
　
し
ろ
し
ば
し
ば
私
の
意
に
反
し
て
さ
え
も
産
出
さ
れ
る
。

　
　
ゆ
え
に
、

　
　
⑤
そ
の
能
動
的
能
力
は
私
と
は
ち
が
っ
た
実
体
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
の
実
体
は
、
そ
の
能
力
が
産
出
す
る
観
念
の
う
ち
に
表
現
的
に

　
　
　
（
o
げ
甘
。
熱
く
①
）
あ
る
全
実
在
性
を
、
形
相
的
に
（
h
。
§
費
・
曄
角
）
含
む
物
体
で
あ
る
か
、
神
か
、
あ
る
い
は
そ
の
実
在
性
を
優
勝
的
に

　
　
　
（
⑦
ヨ
　
鋒
①
謬
仲
O
『
）
含
む
と
こ
ろ
の
、
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
濁
る
被
造
物
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

　
　
し
か
る
に
、



　
　
⑥
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
、
神
や
、
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
縛
る
被
造
物
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
な
ぜ
な
ら
、

　
　
⑦
－
ω
神
は
欺
く
者
で
は
な
い
。

　
　
⑦
一
②
し
か
し
、
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
重
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に

　
　
　
　
送
り
込
む
、
と
い
う
こ
と
を
認
知
す
る
い
か
な
る
能
力
を
も
、
神
は
私
に
与
え
て
く
れ
て
い
な
い
。

　
　
⑦
－
③
逆
に
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
と
信
ず
る
大
い
な
る
傾
向
性
を
与
え
て
く
れ
た
。

　
　
⑦
－
ω
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
と
は
別
の
と
こ
ろ
が
ら
送
り
出
さ
れ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
神
が
欺
く
者
で
は

　
　
　
　
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
解
さ
れ
う
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
　
か
く
し
て
、

　
　
⑧
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
物
体
的
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
。

　
　
ゆ
え
に
、

　
　
⑨
物
体
的
事
物
は
存
在
す
る
。

　
こ
の
論
証
の
中
心
は
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
の
優
勝
的
原
因
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
。
観
念
と
事
物
と
の
問
の
因
果
関
係
は
、
「
第

三
省
察
」
の
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
こ
の
因
果
関
係
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
物
体
の
存
在

証
明
は
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
の
優
勝
的
原
因
を
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を

産
出
す
る
能
力
が
私
の
う
ち
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
能
力
が
私
の
う
ち
に
は
な
い
と
し
て
も
、

感
覚
的
事
物
の
観
念
は
、
神
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
凝
る
被
造
物
に
由
来
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能

性
、
こ
れ
ら
二
つ
の
可
能
性
が
、
こ
の
論
証
の
な
か
で
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」

四
七
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四
八

二
　
私
と
物
体

　
ま
ず
第
一
の
可
能
性
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　
デ
カ
ル
ト
は
「
第
三
省
察
」
の
前
半
で
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
分
析
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
、

「
私
の
意
志
に
依
存
し
て
は
い
な
い
に
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
の
外
に
あ
る
事
物
か
ら
で
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
は
限
ら

な
い
。
と
い
う
の
は
、
…
…
そ
う
し
た
観
念
を
産
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
私
に
は
ま
だ
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
罵
る
他
の
能

力
も
私
の
う
ち
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
私
が
夢
み
て
い
る
際
に
は
そ
れ
ら
の
観
念
が
何
ら
の
外
物
の
介
助
が
な
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
私
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
常
に
見
受
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
」
と
。
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
物
体
の
存
在
証
明
申
の
④
の
後
半
、
つ
ま
り
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
、
私
が
協
力
し
な
く
て
も
、
む
し
ろ
し
ば
し

ぼ
私
の
意
に
反
し
て
さ
え
も
産
出
さ
れ
る
」
と
い
う
事
実
は
、
少
な
く
と
も
「
第
三
省
察
」
の
こ
の
段
階
で
は
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を

産
出
す
る
能
力
が
私
の
う
ち
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
段
階
と
「
第
六
省
察
」
で
物
体
の
存
在
証
明
に
着
手
す
る
段
階
と
の
問
に
は
、
大
き
な
進
展
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
「
第

三
省
察
」
の
後
半
で
、
欺
か
な
い
誠
実
な
神
の
存
在
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
第
三
省
察
」
の
冒
頭
で
予
想
さ
れ
た
「
私
が
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
規
鋼
が
、
「
第
四
省
察
」
の
末
尾
で
は
っ
き
り
と

確
証
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
明
晰
か
つ
判
明
な
知
得
は
す
べ
て
、
疑
い
も
な
く
何
も
の
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
無
に
由
来
す
る

も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
必
然
的
に
神
i
私
が
神
と
言
う
の
は
、
か
の
こ
の
上
も
な
く
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
欺
く
者
で
あ
る
こ
と
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
の
神
で
あ
る
一
を
作
者
と
し
て
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
疑
い
も
な
く
真
な
の
で
あ
る
」
。

　
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
は
「
第
六
省
察
」
に
お
い
て
、
物
体
の
存
在
証
明
に
と
り
か
か
る
直
前
に
、
や
は
り
神
が
存
在
し
欺
購
者
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
を
支
え
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
心
身
の
実
在
的
区
劉
」
を
主
張
し
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
よ
う
。
「
私
は
、
明
晰
か
つ



判
明
に
私
の
知
解
す
る
も
の
の
す
べ
て
は
私
の
知
解
す
る
と
お
り
の
も
の
と
し
て
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
を
知
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
事
物
が
他
の
事
物
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
が
確
認
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
一
つ
の
事
物
を
他
の

事
物
な
し
に
明
晰
か
つ
判
明
に
私
が
知
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
野
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、
そ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
神
に
よ
っ
て
は
別
々
に
措
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
れ
ら
が
別
個
の
も
の
と
看

倣
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
は
、
い
か
な
る
力
能
（
℃
。
8
韓
ε
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
別
々
に
そ
れ
ら
が
措
定
さ
れ
う
る
の
か
は

重
要
な
膨
面
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
が
私
は
存
在
す
る
と
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
に
、
私
は
思

惟
す
る
事
物
で
あ
る
と
い
う
た
だ
こ
の
こ
と
の
み
の
ほ
か
に
は
、
ま
っ
た
く
他
の
何
も
の
も
私
の
本
性
な
い
し
は
本
質
（
呂
言
冨
ω
貯
。

①
。
。
。
・
Φ
艮
ε
に
は
属
し
て
い
な
い
こ
と
に
私
が
気
づ
く
と
い
う
こ
と
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
か
ら
、
私
の
本
質
が
私
は
思
惟
す
る
事
物
で
あ

る
と
い
う
こ
の
一
つ
の
こ
と
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
正
し
く
私
は
結
論
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
一
方
に
は
私
自
身
の
明
晰
か
つ
判
明

な
観
念
を
、
私
が
思
惟
す
る
事
物
で
し
か
な
く
延
長
す
る
事
物
で
は
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
私
は
も
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
他
方

に
は
身
体
の
判
明
な
観
念
を
、
身
体
が
延
長
す
る
事
物
で
し
か
な
く
思
惟
す
る
事
物
で
は
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
私
は
も
っ
て
い

る
か
ら
、
私
が
私
の
身
体
か
ら
実
際
（
「
O
く
O
『
9
）
に
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
身
体
な
し
に
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
な

　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
、
私
の
身
体
に
限
ら
ず
、
他
の
物
体
に
つ
い
て
も
当
然
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
の
う
ち
に
私
は
、
長
さ
・
幅
・
深
さ
に
お
い
て
延
長
し
て
い
る
と
い
う
物
体
的
事
物
の
本
性
を
明
晰
か
つ

判
明
に
知
得
す
る
。
こ
の
知
得
は
、
無
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
究
極
的
に
は
神
を
作
者
に
も
つ
真
な
る
知
得
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

こ
と
は
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
そ
れ
自
体
が
神
に
よ
っ
て
直
接
私
に
送
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
、
神
自
身
に
、
あ
る
い
は
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
現
実
に
存
在
し
う
る
事
物
に
、
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
ち
ろ
ん
、
私
に
由
来
す
る
可
能
性
は
あ
る
。
私
が
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ

現
実
に
存
在
す
る
事
物
で
あ
る
こ
と
は
、
「
第
六
省
察
」
の
こ
の
段
階
で
は
既
に
確
実
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
私
は
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る
と
い
う
た
だ
こ
の
こ
と
の
み
の
ほ
か
に
は
、
ま
っ
た
く
他
の
何
も
の
も
私

の
本
性
な
い
し
は
本
質
に
は
属
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
私
の
意
に
反
し
て
さ
え
」
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
産
出
し
、

「
い
か
な
る
知
性
作
用
も
予
想
し
な
い
」
能
動
的
能
力
は
、
私
の
本
質
に
は
属
さ
な
い
。
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
産
呈
す
る
こ
と
の
で
き

る
よ
う
な
、
「
私
に
は
ま
だ
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
或
る
他
の
能
力
」
な
ど
、
私
の
う
ち
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
心
身
の

実
在
的
区
別
に
よ
れ
ば
、
私
の
本
質
と
物
体
的
事
物
の
本
質
と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
が
私
の
身
体
な
し
に
存
在
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
で
あ
る
か
ら
、
物
体
的
事
物
の
方
も
私
な
し
に
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
な
し
に
存
在
し
う
る
事
物
の
観
念
が
、
私
に

よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
産
出
す
る
能
力
が
私
の
う
ち
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可

能
性
は
否
定
さ
れ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
の
こ
こ
ま
で
の
論
証
は
、
受
動
と
能
動
の
相
互
的
含
意
、
観
念
と
事
物
の
因
果
性
、
そ
し
て
さ
ら
に
精
神
と
物
体
の
実
在
的

区
別
、
こ
れ
ら
を
認
め
る
限
り
、
十
分
堅
固
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　
「
傾
動
性
」
と
「
傾
向
性
」

　
そ
れ
で
は
、
第
二
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
神
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
曲
る
被
造
物
に

由
来
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
物
体
の
存
在
証
弱
に
お
け
る

⑦
－
ω
か
ら
⑦
－
ω
は
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
す
る
十
分
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ゲ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

1
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
⑦
－
㈲
で
デ
カ
ル
ト
が
「
傾
向
性
（
質
8
撃
ω
一
。
と
を
援
用
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
再
び
「
第
三
省
察
」
の
前
半
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
、
私
の
外
に
存
在
す
る
事
物
が
自
分
の
似
姿
を
私
の
う
ち
へ
送

り
込
む
と
判
断
し
て
き
た
理
由
を
吟
訂
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
私
は
自
然
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
た
と

思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
「
或
る
虜
発
的
な
傾
動
性
（
ω
℃
O
溢
搾
言
う
①
信
ω
　
剛
ヨ
℃
Φ
け
¢
ω
）
に
よ
っ
て
私
が
そ
の
こ
と
を
信
ず



る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
或
る
自
然
の
光
（
一
鑑
5
口
O
”
　
　
口
島
ユ
齢
¢
N
g
o
一
①
）
に
よ
っ
て
私
に
そ
の
こ
と
の
真
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
は
な
は
だ
し
く
相
違
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
光

に
よ
っ
て
私
に
示
さ
れ
る
も
の
、
た
と
え
ば
、
私
が
疑
う
と
い
う
こ
と
か
ら
私
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び

こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
、
い
か
な
る
意
味
で
も
疑
わ
し
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
光
と
等
し
く
私
が
信

用
し
て
も
よ
い
よ
う
な
、
ま
た
こ
の
光
の
示
す
と
こ
ろ
が
真
で
な
い
と
教
え
う
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
能
力
は
何
ら
ほ
か
に
あ
り
え
な
い
、

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
的
傾
動
性
（
ぎ
唱
①
け
器
コ
円
周
巴
。
。
。
）
に
つ
い
て
雷
え
ば
、
す
で
に
し
ば
し
ば
幾
度
も
私
は
、
善
を
選
ぶ
こ
と

が
問
題
で
あ
っ
た
の
に
、
私
が
こ
の
傾
動
性
に
よ
っ
て
悪
い
方
の
側
へ
駆
り
立
て
ら
れ
た
と
、
判
断
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ら
か
の
他
の
事
物
に
お
い
て
も
、
な
ぜ
い
っ
そ
う
こ
の
傾
動
性
を
信
頼
す
べ
き
な
の
か
が
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
私

は
こ
れ
ま
で
は
確
実
な
判
断
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
た
だ
量
る
盲
目
的
な
衝
動
（
＄
8
器
ぎ
嬉
野
ω
）
に
よ
っ
て
、
私
と
は
別
個
の
青
る

事
物
が
存
在
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
物
が
私
の
感
覚
器
官
を
介
し
て
、
あ
る
い
は
他
の
何
ら
か
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
事
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

観
念
な
い
し
像
を
私
の
う
ち
へ
と
送
り
こ
む
、
と
信
じ
て
い
た
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
し
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
傾
動
性
（
一
ヨ
℃
o
露
。
，
）
」
と
、
物
体
の
存
在
証
明
の
な
か
に
現
れ
る
「
傾
向
性
（
只
8
魯
ω
ε
」
と
が

同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
物
体
の
存
在
証
明
が
も
つ
力
は
無
に
等
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
物
体

的
事
物
が
存
在
す
る
」
と
い
う
判
断
は
、
真
な
る
確
実
な
判
断
で
は
な
く
、
盲
目
的
な
衝
動
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
「
第
三
省
察
」
の
こ
の
段
階
で
の
デ
カ
ル
ト
は
、
神
の
誠
実
性
を
知
ら
な
い
。
欺
か
な
い
神
の
存
在
を
証
明
し
、
物
体
の
存
在

を
証
明
し
た
後
で
は
、
心
身
合
一
体
と
し
て
の
私
に
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
自
然
」
に
対
し
て
、
一
定
の
積
極
的
な
役
割
を
デ
カ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ト
は
認
め
て
い
る
。
こ
の
「
自
然
」
は
、
基
本
的
に
は
、
身
体
の
維
持
の
た
め
に
有
益
な
も
の
へ
と
私
を
「
駆
り
立
て
る
（
冒
需
容
器
）
」
。

こ
の
意
味
で
は
、
「
自
然
的
傾
動
性
」
は
な
る
ほ
ど
そ
の
信
頼
性
を
取
り
戻
す
。
し
か
し
そ
れ
は
け
っ
し
て
、
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る
限

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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り
で
の
私
が
、
真
な
る
確
実
な
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
で
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
物
体
の
存
在
証
萌
が
行
わ
れ
る

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
面
な
の
で
あ
る
。

　
「
傾
動
性
（
ぎ
時
庭
蕊
）
」
と
「
傾
向
性
（
胃
。
需
霧
ε
」
と
を
同
じ
意
味
に
と
る
限
り
、
ロ
デ
ィ
ス
ー
レ
ヴ
ィ
ス
が
「
傾
向
性
は
、
真
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
関
わ
る
こ
と
に
お
い
て
は
や
は
り
疑
わ
し
い
も
の
の
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
「
傾
向

性
（
隅
8
§
ω
凶
。
）
」
は
、
物
体
の
存
在
証
明
の
確
実
性
に
何
ら
の
寄
与
も
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
デ
カ

ル
ト
の
証
明
は
失
敗
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
で
、
き
わ
め
て
根
拠
薄
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本

稿
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
が
「
以
下
の
六
つ
の
省
察
の
概
要
」
の
最
後
で
、
「
物
質
的
事
物
の
存
在
を
結
論
し
う
る
す
べ

て
の
根
拠
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
神
と
の
認
識
に
至
ら
し
め
る
根
拠
ほ
ど
に
は
、
堅
固
で
も
分
明
で
も
な
い
」
と
告
白
し
て
い
る
の

が
、
そ
の
証
産
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
速
断
は
避
け
よ
う
。
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
教
え
で
も
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
「
傾
動
性
（
同
報
b
①
ε
ω
）
」
と
「
傾
向
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

（
や
【
O
や
O
コ
ω
δ
）
」
と
い
う
別
な
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
、
も
っ
と
注
目
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の

「
傾
向
性
（
℃
3
℃
睾
ぎ
）
」
と
い
う
語
を
、
ま
さ
に
真
な
る
確
実
な
判
断
を
下
す
場
面
で
、
し
か
も
「
大
い
な
る
（
ヨ
お
慈
）
」
と
い
う
同
じ

形
容
詞
付
き
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
第
四
省
察
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
こ
こ
数
日
、
私
が
、
何
も
の
か
が

世
界
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
、
か
く
て
、
こ
の
こ
と
を
吟
味
す
る
と
い
う
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
か
ら
私
の
存
在
す
る
こ

と
が
明
証
的
に
帰
結
す
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
そ
の
と
き
、
私
が
か
く
も
明
晰
に
知
解
す
る
も
の
は
真
で
あ
る
、
と
私
は
判
断
し
な

い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
い
っ
て
も
何
も
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
外
的
な
カ
に
よ
っ
て
そ
う
判
断
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
知
性
に
お
け
る
大
い
な
る
光
か
ら
、
意
志
に
お
け
る
大
い
な
る
傾
向
性
（
ヨ
お
墨
只
8
Φ
霧
ε
が
相
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
2
）

わ
れ
て
き
た
か
ら
な
の
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。



　
こ
こ
で
の
「
知
性
に
お
け
る
大
い
な
る
光
」
と
は
、
知
性
の
知
解
す
る
力
（
≦
の
葺
①
捺
ひ
q
2
色
す
な
わ
ち
自
然
の
光
（
ご
臼
2
き
窪
・

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

競
Φ
）
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
大
い
な
る
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
合
知
性
が
知
解
し
て
い
る
事
柄
が
、
き
わ
め
て
明
晰

で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
知
性
が
き
わ
め
て
明
晰
に
知
解
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
意
志
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に
同
意
し
な
い

で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
が
生
ず
る
。
こ
の
傾
向
性
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
判
断
は
、
偽
で
は
あ
り
え
な
い
。
神

は
欺
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
判
断
を
下
す
に
際
し
て
は
、
知
性
に
よ
っ
て
意
志
に
対
し
て
明
晰
判
明
に
示
さ
れ
る
も
の

だ
け
に
し
か
意
志
が
広
が
り
行
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
意
志
を
8
1
き
留
め
る
た
び
ご
と
に
、
私
が
誤
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り

　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

え
な
い
の
で
あ
る
」
。

　
こ
の
傾
向
性
は
自
然
の
光
に
相
伴
わ
れ
て
く
る
（
O
O
め
ω
①
ρ
口
口
9
　
①
ω
け
）
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
常
に
真
な
る
確
実
な
判
断
へ
と
導
く
。

こ
れ
に
反
し
て
傾
動
性
の
方
は
、
む
し
ろ
自
然
の
光
の
と
ど
か
ぬ
と
こ
ろ
で
そ
の
力
を
発
揮
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

断
を
誤
ら
せ
る
。
さ
ら
に
、
傾
向
性
は
意
志
に
お
い
て
（
一
⇔
　
〈
O
一
燭
昌
け
9
件
O
）
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
何
ら
か
の
外
的
な
力
」
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

他
方
、
傾
動
性
に
つ
い
て
は
、
「
私
の
意
志
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
両
者
の
相
違
は
明
ら
か
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
は
、
両
者
を
別
な
意
味
で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
物
体
の
存
在
証
明
に
お
け
る
「
傾
向
性
」
も
、
「
第
三
省
察
」
で
語
ら
れ
た
よ
う
な
「
自
然
的
傾
動
性
」
で
は
な
く
、
い

ま
見
て
き
た
「
第
四
省
察
」
に
お
け
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
と
同
じ
く
、
真
な
る
確
実
な
判
断
を
下
す
場
面
で
は
た
ら
く
も
の
な
の
で

　
　
　
（
2
6
）

あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
に
は
、
知
性
に
よ
る
明
地
判
明
な
知
得
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
傾
向
性
は
あ
く
ま
で
そ
の
明
晰
判
明
な
知
得
に
相
伴
っ
て
生
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
で
は
、
物
体
の
存
在
証
明
に

お
い
て
は
、
何
が
明
晰
判
明
に
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
長
さ
．
幅
．
深
さ
に
お
い
て
麺
長
し
て
い
る
と
い
う
物
体
的
事

物
の
本
質
で
あ
る
。
感
覚
的
事
物
の
観
念
の
う
ち
に
、
物
体
は
長
さ
・
幅
・
深
さ
に
お
い
て
延
長
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
明
晰

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
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も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

判
羽
に
看
て
取
る
。
こ
こ
に
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
が
生
じ
る
。
私
は
、
物
体
の
本
曲
が
延
長
に
存
す
る
と
、
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
れ
は
得
な
る
判
断
で
あ
る
。
私
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
し
た
も
の
は
真
で
あ
る
こ
と
を
、
神
の
誠
実
性
は
保
証
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

ロ
デ
ィ
ス
ー
レ
ヴ
ィ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
明
証
性
に
薄
す
る
抗
し
難
い
確
信
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
と
い
う
も
の
が
真
を
偽
か
ら
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
い
う
神
の
保
証
に
よ
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
も
神

に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
物
体
の
存
在
証
明
に
お
い
て
、
明
晰
判
明
に
知
得
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
物
体
の
本
性
は
延
長
で

あ
る
」
と
確
実
に
判
断
は
で
き
て
も
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
を
信
ず
る
大
い
な
る
傾
向
性
が
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
こ
と
自
体
が
弱
晰
判
明
に
知
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
お
そ
ら
く
、
「
感
覚
的
瀬
物
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
前
提
も
な
し
に
そ
れ
だ

け
で
明
晰
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
と
神
の
誠
実
性
だ
け
で
、
物
体
の
存
在
は
直
ち
に

結
論
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
物
体
的
な
曲
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
、
私
は
明
晰
判
明

に
知
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
信
ず
る
大
い
な
る
傾
向
性
が
私
の
う
ち
に
生
ず
る
。
神
は
欺
く
者
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
傾
向
性
に
従
っ

て
下
さ
れ
る
判
断
は
誤
っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
物
体
的
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
物
体
的
事
物
は

存
在
す
る
。
「
第
六
省
察
」
に
お
け
る
物
体
の
存
在
証
明
の
前
半
部
分
は
い
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
私
が
繋
柱
か
つ
判
明
に
知
得
す
る
も

の
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」
と
い
う
、
既
に
神
の
誠
実
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
一
般
規
則
を
用
い
れ
ば
、
証
明
は
も
っ
と
簡
単
な
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
物
体
の
存
在
証
明
に
お
け
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
を
、
真
な
る
確
実
な
判
断
を
下
す
場
面
で
現
れ
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
と
同
じ

も
の
と
荒
野
す
な
ら
ば
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
信
ず
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
が
私



　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
う
ち
に
生
じ
た
段
階
で
、
証
明
は
ほ
と
ん
ど
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
が
登
場
す
る
ま

で
の
証
明
過
程
は
、
そ
れ
が
無
駄
な
も
の
で
な
い
限
り
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
嵐
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
こ
れ
を
信
ず
る
大
い
な
る
傾
向
性
を
相
伴
う
ほ
ど
に
、
明
晰
判
明
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
と
解
釈
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
、
物
体
の
存
在
証
明
の
確
実
性
を
危
う
い

も
の
に
す
る
第
二
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
、
神
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
掛
る
被
造
物
に

由
来
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
、
が
排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四
　
真
な
る
確
実
な
判
断
と
「
大
い
な
る
傾
向
性
」

　
問
題
に
な
る
の
は
、
本
稿
冒
頭
で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
物
体
の
存
在
証
明
の
申
の
、
⑦
－
ω
か
ら
⑦
－
ω
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
を
再
録
し

て
お
こ
う
。

　
　
⑦
1
ω
神
は
欺
く
者
で
は
な
い
。

　
　
⑦
－
ω
し
か
し
、
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
或
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に

　
　
　
　
送
り
込
む
、
と
い
う
こ
と
を
認
知
す
る
い
か
な
る
能
力
を
も
、
神
は
私
に
与
え
て
く
れ
て
い
な
い
。

　
　
⑦
1
③
逆
に
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
と
信
ず
る
大
い
な
る
傾
向
性
を
与
え
て
く
れ
た
。

　
　
⑦
一
㈲
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
と
は
別
の
と
こ
ろ
が
ら
送
り
出
さ
れ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
神
が
欺
く
者
で
は

　
　
　
　
な
い
と
い
う
こ
と
が
知
解
さ
れ
う
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
⑦
－
②
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
或
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念

を
私
に
送
り
込
む
、
と
い
う
こ
と
を
認
知
す
る
い
か
な
る
能
力
を
も
、
神
は
私
に
与
え
て
く
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
⑦
－
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「
そ
れ
ら
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
風
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
真
な
る
確
実
な
判
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
に
し

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

て
帰
結
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
』
の
「
第
二
答
弁
」
の
中
で
、
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
答
弁
を

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
き
わ
め
て
明
晰
で
精
確
な
（
碧
。
霞
p
ε
ヨ
）
わ
れ
わ
れ
の
判
断
i
そ
れ
ら
が
偽
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
他

の
い
っ
そ
う
明
晰
な
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
、
他
の
い
か
な
る
自
然
的
な
能
力
の
助
け
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
矯
正
さ
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
一
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
欺
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
私
は
全
面
的
に
肯
定
い
た
し

（
2
9
）

ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
今
の
場
合
に
適
用
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は

る
か
に
高
貴
な
寄
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
偽
で
あ
る
と
し
て
み
よ

う
。
こ
れ
を
矯
正
す
る
た
め
に
は
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
早
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物

の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
」
と
い
う
こ
と
を
い
っ
そ
う
明
晰
に
認
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
知
す
る
能

力
を
神
は
私
に
与
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
隠
る
被
造
物
を
介
し
て
、

感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
真
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
物
体
の
存
在
証
明
は
既
に
、
「
神
が
直

接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
黙
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
」
か
あ
る
い
は
、

「
そ
れ
ら
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
か
、
い
ず
れ
か
の
二
者
翼
下
の
段
階
に
ま
で
進
ん
で
き
て
い
る
。
前
者
が
否

定
さ
れ
る
以
上
、
後
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
と

い
う
こ
と
が
、
知
性
に
よ
っ
て
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
る
。
そ
れ
に
相
伴
っ
て
意
志
に
お
け
る
大
い
な
る
傾
向
性
が
生
じ
、
物
体
的

事
物
が
存
在
す
る
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
る
。

　
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
論
証
に
は
不
備
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
第
二
答
弁
」
で
は
確
か
に
、
き
わ
め
て
明
晰

で
精
確
な
判
断
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
矯
正
し
う
る
よ
う
な
い
っ
そ
う
明
晰
な
も
の
を
認
知
す
る
能
力
は
私
の
う
ち
に
は
な
い
、
と
言
わ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
矯
正
し
う
る
よ
う
な
い
っ
そ
う
明
晰
な
も
の
を
認
知
す
る
能
力
が
私
の
う
ち
に
は
な
い
よ



う
な
判
断
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
明
晰
で
精
確
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
帰
結
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ア
ル
キ
エ
が
こ
の
箇
所
に
付
し
た
註
の
よ
う
に
、
「
神
の
誠
実
は
、
他
の
も
っ
と
明
晰
な
判
断
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

よ
う
な
判
断
を
保
証
す
る
」
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
成
立
し
う
る
状
況
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
「
第
二
答
弁
」
の
こ
の
箇
所
の
す
ぐ
後
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
（
神
の
存
在
と
同
時
に
論
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
、

神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
な
実
在
的
な
も
の
は
何
も
な
く
、
真
な
る
も
の
を
認
知
す
る
た
め
の
、
そ
し
て
こ
れ
を
偽
な

る
も
の
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
実
在
的
な
能
力
を
（
わ
れ
わ
れ
に
は
偽
な
る
も
の
の
観
念
と
真
な
る
も
の
の
観
念
が
内
在
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
）
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
能
力
が
、
少
な
く
と
も
こ

れ
を
正
し
く
使
用
す
る
場
合
に
（
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の
以
外
の
い
か
な
る
も
の
に
も
わ
れ
わ
れ
が

同
意
し
な
い
一
と
い
う
の
は
、
こ
の
能
力
の
そ
れ
以
外
の
正
し
い
使
用
を
思
い
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
が
一
と
い
う
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

に
）
、
真
な
る
も
の
に
向
か
う
こ
と
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
授
与
者
た
る
神
が
欺
儒
者
と
孤
忠
さ
れ
て
も
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
誠
実
性
に
よ
る
保
証
は
、
明
晰
か
つ
判
明
に
知
得
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
神
の
誠
実
は
、
他
の
も
っ
と
明
晰
な
判
断
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
判
断
を
保
証
す
る
」
と
い
う
の

は
結
局
、
「
明
晰
か
つ
判
明
な
知
得
へ
の
同
意
と
い
う
仕
方
で
形
成
さ
れ
た
判
断
は
、
そ
れ
が
他
の
も
っ
と
明
晰
な
判
断
に
よ
っ
て
矯
正

さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
以
上
、
神
の
誠
実
性
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
を
、
い
ま
不
備
が
あ
る
と
指
摘
し
た
ば
か
り
の
論
証
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か

に
高
貴
な
詣
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
真
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

た
め
に
、
こ
の
命
題
が
「
明
晰
判
明
な
知
得
へ
の
同
意
と
い
う
仕
方
で
形
成
さ
れ
た
判
断
」
で
あ
り
し
た
が
っ
て
真
で
あ
る
こ
と
を
、
前

提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
明
ら
か
な
彼
環
で
あ
る
。
こ
の
論
証
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」

五
七
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し
か
し
、
「
他
の
も
っ
と
明
晰
な
判
断
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
以
上
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
循
環
を
突
き
破
る

出
ロ
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
照
る
判
断
を
矯
正
し
う
る
能
力
が
私
の
う
ち
に
な
い
こ
と
が
本
当
に
確

実
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
に
神
の
保
証
を
期
待
し
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
明
晰
判
明
な
知

得
へ
の
同
意
と
い
う
仕
方
で
形
成
さ
れ
た
判
断
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
矯
正
す
る
能
力
が
私
の
う
ち
に
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
解
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り

込
む
の
で
は
な
い
」
と
い
う
判
断
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
矯
正
し
う
る
能
力
が
私
の
う
ち
に

な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
の
う
ち
に
私
は
、
物
体
的
事
物
が
長
さ
・
幅
・
深
さ
に
お
い
て
延

長
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
明
晰
判
明
に
看
て
取
る
。
物
体
は
、
現
実
に
存
在
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
延
長
を
そ
の
本
性
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
完
全
な
存
在
者
（
o
諺
）
た
る
神
の
本
性
は
延
長
と
相
容
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
延
長
は
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

分
割
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
も
、
「
神
の
う
ち
に
あ
る
と
私
が
知
解
す
る
主
要
な
完
全
性
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

性
（
§
剛
酔
霧
）
、
単
純
性
（
ω
ぎ
℃
ぎ
冨
ω
）
、
す
な
わ
ち
、
神
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
の
不
可
分
離
性
（
訂
①
窟
冨
げ
接
霧
）
」
に
反
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
延
長
と
い
う
明
晰
判
明
な
る
も
の
を
そ
の
う
ち
に
含
む
限
り
で
の
感
覚
的
事
物
の
観
念
が
、
延
長

と
は
相
容
れ
な
い
本
性
を
有
す
る
神
か
ら
何
ら
か
の
仕
方
で
私
の
う
ち
に
送
り
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
晰
に
知
る
の
は
、
少
な
く
と

も
有
限
な
精
神
と
し
て
の
私
の
能
力
を
ま
っ
た
く
越
え
た
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
私
は
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
不
合
理
を
看
て
取
る
の
で
あ

る
。　

「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
薫
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
の
で
は

な
い
」
と
い
う
判
断
を
矯
正
し
う
る
能
力
、
す
な
わ
ち
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
論
る
被
造
物
を
介

し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
」
と
い
う
こ
と
を
い
っ
そ
う
明
晰
に
認
知
し
う
る
能
力
が
、
私
の
う
ち
に
な
い
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
確
実
性
は
、
「
神
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
或
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事



物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
居
取
さ
れ
る
、
明
ら
か
な
不
合
理
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
う
一
方

の
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
こ
と
に
同
意
し
よ
う
と
い
う
「
大
い
な
る
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

向
性
」
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
有
限
な
精
神
に
は
、
そ
れ
以
外
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」

に
神
の
誠
実
性
を
期
待
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
が
、
「
第
四
省
察
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
明
晰
判
明
な
知
得
へ
の
間
意

に
向
か
わ
せ
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
解
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
私
が
知
解
す
る
と
お
り
に
神
に
よ
っ
て
作
ら
れ
う
る
」
こ
と
は
確
実
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

「
私
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
解
し
え
な
い
も
の
を
、
神
は
作
ら
な
い
」
と
は
言
え
な
い
以
上
、
「
私
が
明
晰
か
つ
判
明
に
知
解
し
え
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
い
か
に
確
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
「
傾
向
性
」
は
、
私
が
明
晰
判
明
に
知
解
す
る
も
の
そ
の
も
の
に
同

意
し
よ
う
と
い
う
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
と
は
異
な
る
と
、
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
物
体
の
存
在
証
明
に
お
け
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
が
、
「
第
三
省
察
」
で
語
ら
れ
て
い
る
「
傾
動
性

（
一
ヨ
℃
①
ε
ω
）
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
「
傾
動
性
」
は
、
「
盲
目
的

衝
動
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
何
ら
確
実
な
根
拠
も
な
し
に
、
軽
率
な
判
断
を
下
す
こ
と
へ
と
私
を
駆
り
立
て
る
。
他
方
、

物
体
の
存
在
証
明
に
お
け
る
「
傾
向
性
」
は
、
私
が
物
体
的
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
明
晰
判
明
な
知
得
を
有
す
る
限
り
、
「
神
が
直
接
に
、

あ
る
い
は
物
体
よ
り
も
は
る
か
に
高
貴
な
登
る
被
造
物
を
介
し
て
、
感
覚
的
事
物
の
観
念
を
私
に
送
り
込
む
」
と
い
う
こ
と
が
、
有
限
な

精
神
に
と
っ
て
は
明
ら
か
な
不
合
理
で
あ
る
よ
う
に
思
え
、
こ
れ
を
明
晰
判
明
に
知
解
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

実
で
あ
る
、
と
い
う
根
拠
に
基
づ
い
て
、
「
感
覚
的
事
物
の
観
念
は
物
体
的
な
事
物
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
」
こ
と
の
同
意
へ
と
駆
り
立
て

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
傾
向
性
は
い
わ
ば
、
「
実
在
的
あ
る
い
は
積
極
的
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

性
（
8
巴
ω
広
く
⑦
℃
o
ω
置
爵
宮
。
唱
雪
ω
δ
）
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
誠
実
な
神
の
保
証
を
、
私
は
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
期
待
し
う

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
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『
省
察
』
に
お
け
る
物
体
の
存
在
証
明
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
「
私
の
理
性
を
、
完
全
に
で
は
な
く
と
も
、
少
な
く
と
も
私
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

き
る
限
り
に
お
い
て
最
も
よ
く
用
い
た
」
成
果
な
の
で
あ
り
、
「
自
分
の
精
神
が
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
」
確
実
な
認
識
な
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
『
哲
学
原
理
』
の
第
二
部
第
一
項
に
お
い
て
も
物
体
の
存
在
証
明
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
物
質

と
い
う
も
の
を
、
神
か
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
も
、
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
精
神
か
ら
も
、
ま
っ
た
く
別
個
の
事
物
と
し
て
明
晰
に
知

解
し
て
い
る
し
、
な
お
ま
た
、
物
質
の
観
念
が
、
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
っ
て
こ
の
観
念
と
ま
っ
た
く
よ
く
似
た
事
物
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

や
っ
て
く
る
こ
と
を
も
、
賜
晰
に
見
て
い
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
（
〈
δ
Φ
舅
弩
と
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
思
わ

れ
る
」
と
い
う
の
は
疑
念
の
印
（
含
げ
ぎ
二
。
三
の
ω
蒔
き
ヨ
）
で
は
な
い
か
、
と
問
う
ビ
ュ
ル
マ
ン
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
「
そ
れ
で
十
分

な
の
だ
」
と
答
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
の
『
思
わ
れ
る
』
と
い
う
こ
と
が
、
事
物
そ
れ
自
体
の
側
に
、
物
質
の
観
念
が
そ
こ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
の
物
質
的
事
物
を
要
求
す
る
（
O
釜
閃
㊦
昌
O
）
か
ら
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
要
求
」
こ
そ
が
、
『
省
察
』
で
の
物
体
の

存
在
証
明
に
お
け
る
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
で
あ
ろ
う
。

　
物
体
の
存
在
証
明
が
、
最
終
的
に
は
こ
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

「
物
質
的
事
物
の
存
在
を
結
論
し
う
る
す
べ
て
の
根
拠
は
、
…
…
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
神
と
の
認
識
に
至
ら
し
め
る
根
拠
ほ
ど
に
は
、
堅

固
で
も
分
明
で
も
な
い
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
に
到
達
可
能
な
認
識
に
、
私
の
理
性
を
で
き
る
限
り
よ
く
用
い
て
達
す
る
に
は
、

「
そ
れ
で
十
分
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

駐デ
カ
ル
ト
の
著
作
お
よ
び
書
簡
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
、

S
§
ミ
題
§
b
題
ミ
ミ
題
℃
戸
鱒
σ
ま
。
ω
長
門
O
試
二
①
ω
》
（
醐
曽
紙
雛
評
錠
↓
，
・
雪
①
還



に
基
づ
い
た
。
同
書
の
巻
数
・
頁
数
を
付
記
す
る
。
な
お
、
各
薯
作
の
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
り
、

　
一
）
窯
・
”
】
）
陣
ω
O
O
信
騰
o
o
α
①
ご
］
≦
ひ
け
7
0
山
Φ

　
冨
①
阜
”
竃
①
象
冨
二
〇
”
Φ
ω
α
o
℃
ユ
ヨ
餌
℃
三
ざ
の
。
や
三
9

　
℃
即
”
℃
ユ
湾
首
冨
℃
鐵
ざ
。
。
o
”
三
器

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
里
数
も
示
し
て
お
く
。

（
1
）
】
≦
巴
①
耳
碧
魯
ρ
肉
鳴
罫
ミ
q
ぎ
腎
貯
思
篭
隷
山
国
。
或
表
門
。
。
ω
①
ヨ
①
暮
Φ
（
臼
§
、
題
8
§
黛
勘
禽
・

　
い
①
薯
凶
ω
曽
卜
．
黛
黛
ミ
偽
犠
恥
b
＄
ミ
ミ
霧
匂
お
刈
一
り
押
唱
．
ら
Q
戯
Q
o
．

（
2
）
ζ
＆
●
ω
旨
8
ω
β
〉
↓
聖
く
月
一
切
b
①
1
δ
．
8
．

（
3
）
O
．
ぎ
象
ω
白
①
惹
ρ
§
●
ミ
■
”
℃
唱
・
ω
戯
？
ω
9

　
】
≦
●
O
⊆
①
3
巳
け
噛
b
塁
ミ
ミ
軸
恥
竃
ご
謎
～
、
ミ
織
鳶
織
＄
、
ミ
。
。
ミ
軸
匂
・
δ
α
ω
河
戸
O
℃
・
♂
山
登
・

　
山
田
弘
明
『
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
の
研
究
』
（
創
文
社
）
一
九
九
四
年
、
三
五
七
一
三
七
一
頁
。

　
小
林
道
夫
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
体
系
』
（
勤
草
書
房
）
一
九
九
五
年
、
二
六
九
一
三
〇
六
頁
。

8
ヨ
①
ど
や
8
）
o
搾
σ
冨
H
O
・
幻
。
＆
ω
－

（
4
）
諸
巴
」
＜
噂
≧
ワ
≦
押
α
⑩
●
O
曽

（
5
）
竃
巴
9
〈
り
〉
β
≦
回
為
O
≒
山
。
。
・

（
6
）
竃
①
斜
く
押
〉
弓
’
≦
図
為
⑩
b
早
。
。
ρ
O
↑
．

（
7
）
護
巴
．
H
炉
焉
’
＜
員
ω
⑩
b
中
H
鼻
．

（
8
）
　
需
ま
曽
。
屋
を
、
所
玉
章
訳
の
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
二
巻
（
白
水
社
）
に
な
ら
っ
て
、
「
知
得
す
る
」
と
訳
し
た
。
ぎ
下
露
o
q
臼
。
を
「
知

　
解
す
る
」
と
訳
し
た
の
も
同
様
で
あ
る
。
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
第
二
巻
二
六
i
二
七
頁
参
照
。
な
お
、
冨
ω
は
す
べ
て
「
事
物
」
と
訳
し
た
が
、

　
所
訳
で
は
、
こ
れ
に
「
も
の
」
と
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
。

（
9
）
護
⑦
山
」
〈
》
〉
↓
．
＜
H
斜
①
N
◎
一
α
山
ρ

（
1
0
）
　
こ
れ
が
『
省
察
』
の
主
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
二
版
の
表
題
「
神
の
存
在
、
お
よ
び
人
間
的
霊
魂
（
p
。
5
ぎ
”
ぎ
ヨ
雪
β
・
）
の
身
体
か

　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
析
晟
子
研
幡
九
　
第
五
百
六
十
二
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
こ

　
ら
の
区
別
、
を
論
証
す
る
、
第
一
誓
学
に
つ
い
て
の
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
の
省
察
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
護
巴
’
〈
押
〉
↓
●
＜
一
γ
“
g
。
・
O
b
。
ー
ト
。
ρ

（
1
2
）
　
O
、
℃
即
日
鋤
巴
鴨
p
・
’
①
ρ
〉
↓
．
＜
H
H
ワ
お
b
。
Q
。
勧
O
山
⑩
b
①
．
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
実
在
的
区
別
と
い
う
の
は
本
来
、
ご
つ

　
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
実
体
の
間
に
の
み
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
、
こ
れ
ら
の
実
体
を
互
い
に
実
在
的
に
区
別
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
る
と
知
得
す
る
に
は
、
一
方
を
他
方
な
し
に
明
晰
判
明
に
知
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に

　
神
を
認
知
し
て
い
る
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
判
明
に
知
解
す
る
こ
と
な
ら
何
で
あ
ろ
う
と
、
神
は
そ
の
と
お
り
に
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
、

　
と
確
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
延
長
を
も
つ
実
体
す
な
わ
ち
物
体
的
実
体
の
観
念
を
有
す
る
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、

　
そ
の
よ
う
な
実
体
が
実
際
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
ま
だ
確
実
に
は
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
体
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
ま

　
た
、
も
し
そ
の
実
体
が
存
在
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
、
そ
の
実
体
の
い
ず
れ
の
部
分
も
、
そ
の
同
じ
実
体
の
他
の
部

　
分
か
ら
実
在
的
に
鼠
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
確
知
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
各
人
が
自
分
は
思
惟
す
る
事
物
で
あ
る
こ
と
を
知
解
し
、

　
他
の
実
体
を
す
べ
て
、
思
惟
す
る
実
体
で
あ
ろ
う
と
延
長
を
も
つ
実
体
で
あ
ろ
う
と
、
思
惟
に
よ
っ
て
自
分
自
身
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

　
い
う
こ
と
だ
け
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
た
各
人
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
思
惟
す
る
実
体
か
ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
的
爽
体
か
ら
も
、
実
在
的
に

　
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」
。

（
1
3
）
　
「
第
二
答
弁
」
に
付
さ
れ
た
「
幾
何
学
的
様
式
で
配
列
さ
れ
た
諸
根
拠
」
の
定
理
四
の
証
明
の
中
で
は
、
「
精
神
は
身
体
が
な
く
と
も
あ
る
こ
と

　
が
で
き
る
し
、
身
体
は
精
神
が
な
く
と
も
あ
る
こ
と
が
で
き
る
し
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
＞
」
ワ
。
　
＜
H
目
　
　
一
刈
O
曾
O
㎝
一
O
①
　
　
　
　
　
　
　
噛
）
。

（
荏
1
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

竃
．
O
器
δ
巳
3
§
．
竃
、
ご
や
。
。
b
。
．

窯
①
昏
図
H
H
　
＞
↓
．
＜
員
　
ω
o
Q
b
ω
一
ω
Φ
．
O
伊

　
　
　
　
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃

］
≦
Φ
典
一
一
H
　
》
弓
・
＜
H
一
　
ω
㊤
．
ω
O
一
駆
O
b
恥
曾

　
　
　
　
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噂

こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
》
↓
．
＜
同
が
Q
。
幽
b
お

ρ
図
。
象
ω
・
い
。
乱
。
。
”
§
．
“
勘
．
・
℃
7
ω
軋
Q
。
・

U
呂
曾
O
鴛
の
H
押
〉
酵
く
押
一
Q
。
」
Q
Q
山
Φ
。

Q。

ﾒ
b
り
り
＝
ω
．
卜
。
一
な
ど
を
参
照
。



（
2
0
）
　
リ
ュ
イ
ヌ
公
に
よ
る
『
省
察
』
本
文
の
仏
語
訳
で
は
、
両
方
の
語
に
ご
集
舜
臨
。
昌
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
る
。
こ
の
仏
語
訳
に
デ
カ
ル
ト

　
は
目
を
通
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
両
方
の
語
が
互
い
に
共
通
す
る
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ

　
ろ
う
。

（
2
1
）
　
H
≦
①
9
囲
く
℃
》
↓
・
＜
月
O
Q
◎
b
①
ふ
㊤
．
O
Q
◎
●
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
2
2
）
　
ζ
巴
」
メ
》
β
＜
囲
ど
①
ρ
一
b
o
山
G
。
．

（
2
3
）
　
竃
。
自
・
一
〈
℃
〉
↓
●
＜
瞬
押
①
b
◎
』
噌
目
G
町
曾

（
2
4
）
　
『
哲
学
原
理
』
の
「
エ
リ
ザ
ベ
ト
王
女
へ
の
献
辞
」
の
中
に
、
「
知
恵
（
ω
昌
δ
馨
冨
）
に
と
っ
て
は
、
知
性
の
知
得
と
意
志
の
傾
向
性
（
o
臼
－

　
8
℃
二
〇
ぎ
冨
ぽ
。
葺
ω
島
巡
。
唱
①
コ
臨
。
〈
9
§
梓
舞
凶
ω
）
が
必
要
で
あ
る
」
（
〉
門
の
　
く
一
剛
一
一
一
》
　
ω
．
O
c
Q
一
μ
O
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
仏
語
訳
は
「
知
性
の

　
知
得
と
意
志
の
傾
向
性
」
を
、
「
知
性
が
柔
な
る
も
の
す
べ
て
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
意
志
が
常
に
そ
れ
に
追
い
従
う
（
ω
償
　
〈
擁
①
）
よ
う
に
態
勢
づ

　
け
ら
れ
て
い
る
（
島
ω
℃
o
ω
ひ
Φ
）
こ
と
」
（
〉
β
同
×
－
卜
。
”
卜
。
b
。
）
と
敷
評
し
て
い
る
。

（
2
5
）
　
竃
巴
幽
目
押
〉
↓
・
＜
同
押
ω
Φ
・
8
山
ρ

（
2
6
）
　
し
か
し
こ
の
「
傾
向
性
」
と
い
う
語
は
、
『
省
察
』
本
文
中
た
っ
た
一
箇
所
で
は
あ
る
が
、
「
歓
び
、
悲
し
み
、
怒
り
、
お
よ
び
こ
れ
に
類
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
他
の
感
情
（
9
駿
8
ε
ω
）
へ
の
詐
る
種
の
身
体
的
傾
向
性
（
8
む
。
屋
器
鷲
。
℃
窪
目
§
o
ω
）
」
と
い
う
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
（
》
臼
≦
押
凝
．

　
卜
。
①
－
b
。
S
傍
点
筆
者
）
。
同
じ
語
だ
か
ら
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
、
速
断
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。

（
2
7
）
　
ρ
陶
。
島
。
。
・
ピ
Φ
≦
δ
噂
§
．
竃
、
℃
矯
ワ
ω
軌
Q
o
・
O
、
臼
≦
巴
D
国
①
ω
や
出
禍
》
臼
く
戸
μ
魔
b
も
Q
I
一
㎝
．

（
2
8
）
　
テ
キ
ス
ト
で
は
、
神
が
「
大
い
な
る
傾
向
性
を
私
に
与
え
て
く
れ
た
（
日
曜
三
山
巴
。
蜂
）
」
と
な
っ
て
い
る
が
（
〉
β
≦
押
お
b
罰
b
。
。
。
）
、
創

　
造
者
た
る
神
が
、
明
証
知
に
対
し
て
は
そ
れ
を
信
ず
る
大
い
な
る
傾
向
性
が
私
の
う
ち
に
生
じ
る
よ
う
に
、
私
を
作
っ
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
だ
ろ
う
。

（
2
9
）
　
】
≦
巴
・
図
。
ω
や
同
押
〉
目
・
＜
H
図
り
嵐
ω
●
b
o
￥
一
装
■
O
ω
●

（
3
0
）
　
男
≧
ρ
三
ρ
＆
・
矯
臼
§
詰
恥
博
魯
仰
臥
魯
ミ
崎
器
恥
§
b
霧
ら
ミ
、
馬
漁
μ
8
メ
8
ヨ
①
同
が
マ
9
Q
。
噛
昌
●
b
o
．

（
3
1
）
　
］
≦
0
9
図
。
。
。
O
．
月
》
8
＜
自
噛
一
駐
・
8
ム
9

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
「
大
い
な
る
傾
向
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

（
3
2
）
　
O
、
H
魯
窪
。
鳥
①
U
①
ω
＄
詳
。
。
。
ロ
ロ
℃
．
寓
。
。
。
冨
コ
辞
b
。
ヨ
9
一
忠
♪
〉
β
一
く
嚇
認
P
こ
こ
で
は
、
精
神
の
本
性
と
物
体
の
本
性
と
が
相
容
れ
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the　psychophysical　data　obtained　by　a　cue－conflict　paradigm．　We　proposed

a　new　theory　for　the　integration　between　vision　modules　that　is　based　on

a　Bayesian　estimation　and　a　simple　neural　network．

　　en　the　other　hand，　a　representational　space　should　be　a　topological　space

that　preserves　a　relative　degree　of　similarity　between　patterns．　ln　order　to

investigate　the　representation　of　a　visual　pattern，　it　is　very　important　to

develop　a　general　framework　that　explains　their　pychological　similarity．　ln

the　latter　part　of　this　paper，　the　mechanism　of　visual　cognition　is　discussed

based　on　our　recent　research　concerning　psychological　similarity．　We　then

intreduce　a　neural　network　model　of　the　inferotemporal　cortex，　which　is

the　center　of　visual　cognition．

　　Finally，　we　discuss　the　computation　of　information　integration　in　middle

vision　and　pattern　representation　in　the　general　framework　of　visual　com－

putation　proposed　by　Kawato　and　Inui　（1990）．

　　Magna　ProPensio　chez　Descartes
Sur　la　preuve　de　1’existence　des　choses　corporelles

Par　Takashi　KuRATA

professeur　adjoint

a　1’Universit6　de　Shimane，

Facult6　de　droit　et　des　lettres，

Philosophie

　　Dans　la　Vle　M6ditation，　concernant　1’existence　des　choses　corporelles，

Descartes　dit　ainsi：　＜＜Dieu　m’a　donn6　une　tres　grande　inclination　（magna

ProPensio）　i　croire　que　les　id6es　des　choses　sensibles　me　sont　envoyees　des

choses　corporelles，＞＞　II　prouve　1’existence　des　choses　corporelles　en　s’apptty－

ant　sur　cette　inclination．　Dans　ce　trait6，　en　mettant　au　point　cette　＜＜grande

inclination＞＞，　je　voudrais　examiner　la　pertinence　de　la　preuve　de　1’existence

des　choses　corporelles　que　montre　Descartes　dans　sa　Vle　Meditation．
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　　D’abord，　j’aborde　ie　terme　imPetus　qui　se　trouve　dans　la　IIIe　Meditation．

Pour　ce　terme，　la　version　frangaise　emploie　le　meme　mot　＜＜inclination＞＞　que

pour　ProPensio．　D’aprbs　Descartes，　cette　inelination　（i2nPetus）　me　porte　a

croire　qu’il　y　a　des　choses　“hors　de　moi”　qui　envoient　“eR　moi”　leurs　id6es

ou　images．　Si　cette　inclination　（imPetus）　est　identifi6e　avec　1’autre　inclination

（ProPensio）　dans　la　preuve　de　1’existence　des　choses　corporelles，　il　faut

admettre　que　cette　preuve　n’est　ni　sfire　ni　certaine．　Car　1’inclination　de　la

IIIe　M6ditation　（imPetus），　comme　le　dit　Descartes，　n’est　qu’une　impulsion

aveugle．　En　effet，　plusieurs　commentateurs　doutent　de　la　pertinence　de　cette

preuve　en　identifiant　ces　deux　inclinations．　Mais　il　me　semble　que　cette

identification　est　peu　raisonnable．　ll　faut　preter　plus　d’attention　a　ce　que

Descartes　emploie　deux　expressions　diff6rentes　en　latin　（imPetus　et　ProPensio）．

　　Le　terme　ProPensio，　avec　le　m6me　adjectif　magna，　se　trouve　en　un　autre

endroit　de　ses　Meditations，　oit　il　s’agit　d’un　jugement　vrai　et　certain．　C’est

dans　la　IVe　M6ditation．　Descartes　y　dit　ainsi：　＜＜Je　ne　pouvais　pas　m’emp6cher

de　juger　qu’une　chose　que　je　concevais　si　clairement　etait　vraie，　．．，．．．　parce

que　d’une　grande　clarte　qui　6tait　en　mon　entendement，　a　suivi　une　grande

inclination　（magna　ProPensio）　en　ma　volont6，＞＞　L’inclination　（ProPensio）

de　la　preuve　de　1’existence　des　choses　corporelles　est　beaucoup　plus　proche

de　cette　inclination　（ProPensio）　de　la　IVe　M6ditation　que　1’inclination

（imPetus）　de　la　IIIe　M6ditation．

　　Et　pourtant，　les　deux　premieres　inclinations　ne　sont　pas　exactement

les　m6mes　choses．　La　grande　inclination　de　la　IVe　M6ditation　doit　suivre

la　perception　claire　et　distincte　saisie　par　1’entendement．　Ego　sum，　pat　exem－

ple，　est　cette　sorte　de　perception．　Quant　a　la　grande　inclination　dans　la

preuve　de　1’existence　des　choses　corporelles，　elle　provient　de　ce　que　Dieu　ne

m’＝@donn6　aucune　facult6　pour　connaitre　le　fait　que　Dieu　m’envoie　les　idees

des　choses　sensibles　imm6diatement　par　lui－m6me，　ou　par　1’entremise　de

quelqu’autre　cr6ature　plus　noble　que　le　corps．　Le　jugement　que　les　id6es

des　ehoses　sensibles　sont　envoy6es　des　choses　corporelles，　c’est　le　seul　parti

que　1’entendement　fini　puisse　prendre　dans　une　alternative．　ll　est　donc　certain
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que　ce　jugement　n’est　pas　form6　par　une　impulsion　aveugle　（imPetus）．

La　grande　inelination　qui　me　porte　b　ce　jugement　r6sulte，　pour　ainsi　dire，

neeessairement　d’une　impuissance　de　1’entendement　fini．　Mais　cependant，

elle　differerait　de　celle　qui　suit　la　perception　claire　et　distincte　elle－m6me．

Il　me　semble　que　cette　difference　a　contraint　Descartes　a　avouer　que　toutes

les　raisons　desquelles　on　peut　conclure　Yexistence　des　choses　mat6rielles　ne

sont　pas　si　fermes　ni　si　6videntes　que　celles　qui　nous　conduisent　a　la　con－

naissance　de　Dieu　et　de　notre　ame．

　　Mais　ce　que　Descartes　recherche，　c’est　la　verit6　qu’il　est　permis　d’atteindre

a　1’entendement　fini．　Pour　atteindre　cette　sorte　de　v6rit6　en　＜＜usant　de　sa

raison　le　mieux　qui　soit　en　son　pouvoir＞＞，　il　suMrait　a　Descartes　de　la　gran－

de　inclination　（magna　ProPensio）　qui　se　trouve　dans　la　preuve　de

1’existence　des　choses　corporelles．

Probleme　der　Transzendenz　des　Dinges　und　Krise

　　　　　der　modernen　Gesellschaft　bei．　Heidegger

von　Hirokazu　YOSHIMOTO

Dozent　fttr　Philosophie　und

Ethik　an　der　Fakultat　von　Leben

und　Kultur，　ltimuragaktten

Junior　College

Das　Ziel　dieser　Abhandlung　besteht　darin：

1．　Die　vielfaltigen　Sinne　der　“Transzendenz　des　Dinges”　zu　differenzieren，

　　　　um　den　“starken”　Sinn　davon，　z．　B．　ein　symbolisches　Ding，　das　die

　　　　ganze　Struktur　einer　Welt　versammelt，　in　einer　positiven　Hinsicht，

　　　　d．　h．　nicht　wie　einem　“Fetisch”，　interpretieren　zu　k6nnen．

2．　Dazu　die　methodische　Aporie，　wie　man　die　Transzendenz　des　Dinges

　　　　an　sich　eigentlich　ergreifen　kann，　aufzu16sen．

3．　Solche　Probleme　（1．　und　2．）　der　Transzendenz　des　Dinges　nun　in　bezug
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