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｢

私
は
考
え
る
、
故
に
私
は
在
るe

g
o

c
o

g
ito

,
e
rg

o
s
u

m

、
こ

の
認
識
は
、
全
て
の
認
識
の
内
で
、
順
序
正
し
く
哲
学
す
る
人
な
ら

誰
も
が
出
会
う
最
初
の
最
も
確
実
な
認
識
で
あ
る
。P

ri.
1§

7 (

１)｣

。

デ
カ
ル
ト
の

｢

コ
ギ
ト

(

２)｣

の
主
張
は
未
だ
に
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い

る
。
本
論
で
は

｢

真
理
と
は
、
過
去
現
在
未
来
に
お
い
て
恒
常
不
変

で
あ
る
こ
と｣

と
、
予
め

｢

真
理
の
意
味｣

を
明
確
に
し
て
お
い
て

(

３)

、

コ
ギ
ト
確
定
ま
で
の
推
論
を
辿
れ
ば
、
こ
の
主
張
の
正
当
性
が
理
解

で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
彼
の
懐
疑
は
、
先
行
す
る
哲
学
史
上
の
諸
思

想
に
対
す
る
根
本
的
な
懐
疑
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

第
一
章

懐
疑
と
真
理
、
及
び
予
備
的
考
察
、｢

存
在
、

自
然
、
物
体｣

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
目
的
は
、｢

真
理｣

と

｢

真
理
で
は
な
い
こ

と

(

偽
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
真
理
で
あ
る
と
は
証
明
で
き
な
い
こ

と)｣

と
を
正
確
に
判
別
し
、
か
つ
、
正
し
い
真
理
判
定
規
準
を
確

定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
探
究
に
お
い
て
は
、
予

め
｢

真
理
の
意
味｣

が
明
確
に
想
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

れ
は
次
の
よ
う
な
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
様
々
な
形
の
紙

の
中
か
ら
正
三
角
形
の
紙
を
選
別
す
る
時
、
正
三
角
形
と
は
何
で
あ

る
か

(

三
つ
の
角
は
六
〇
度
、
な
ど)

を
予
め
認
識
し
て
い
る
必
要

が
あ
り
、
そ
し
て
正
確
に
判
別
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
天
秤
、
直
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定
規
、
分
度
器
な
ど
色
々
な
測
定
器
具
の
適
不
適
を
理
由
を
も
っ
て

選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
真
理
の
探
究
に
お
け
る

｢

真
理
の
意
味｣

の
明
確
化
の
必
要
性
、
そ
れ
に
基
づ
く

｢

真
理
判

定
規
準｣
の
選
択
、
こ
の
順
序
関
係
は
簡
単
な
こ
と
で
あ
る

(

４)

。

当
然
、
諸
解
釈
者
も

｢

真
理
の
意
味｣

を
想
定
し
て
読
解
し
て
い

る
は
ず
で
、
そ
う
し
な
い
と
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め
ら
れ
な
い
。
し

か
し
二
〇
世
紀
末
ま
で
、
主
要
な
研
究
者
達
は
自
分
が
ど
の
よ
う
な

真
理
観
で
解
釈
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
表
明
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ

が
コ
ギ
ト
解
釈
の
論
争
と
混
乱
の
大
き
な
要
因
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
懐
疑
読
解
の
た
め
の
予
備
的
考
察
と
し
て

｢

物
体
的
事
物

の
存
在
証
明｣

に
つ
い
て
纏
め
て
お
く
。
こ
の
存
在
証
明
に
関
す
る

解
釈
も
未
だ
に
様
々
に
論
争
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、

｢

存
在｣

と

｢

自
然｣

と
い
う
概
念
の
曖
昧
な
使
わ
れ
方
と
、
デ
カ

ル
ト
の
自
然
学
に
つ
い
て
の
先
入
見
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、｢

実
在

(

存
在)｣

と
は
何
か
、
即
ち
、｢

実
在
す
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か｣

に
つ
い
て
。
日
常
的
用
法
で
は
、
次
の
よ
う
な

感
覚
主
義
的
な
使
い
方
に
な
る
だ
ろ
う
。｢

実
在
す
る
も
の｣

＝｢
感

覚
で
き
る
も
の｣≒

外
界
に
在
る
も
の
＝{

山
、
銀
河
、
人
間
、
な
ど}

。

｢

実
在
し
な
い
も
の｣

＝｢

感
覚
で
き
な
い
も
の｣≒

頭
の
中
だ
け
に
在

る
も
の
、
観
念
的
な
も
の
＝{

人
魚
、
麒
麟
、
な
ど}

。
こ
の
よ
う
に
、

そ
れ
ら
が
ど
こ
に
在
る
か
で
、｢

実
在｣

と

｢

非
実
在｣

と
に
区
別

す
る
よ
う
な
空
間
的
な
区
別
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
感
覚
主
義
へ
の
反
対
は
、
哲
学
史
上
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

に
始
ま
り
プ
ラ
ト
ン
と
原
子
論
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
、
そ
の
後
も
引

き
継
が
れ
て
、
デ
カ
ル
ト
も
こ
の
流
れ
の
中
に
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ

の
哲
学
思
想
に
お
け
る

｢

実
在

(

存
在)

す
る
も
の
、
本
当
に
在
る

も
の｣

と

｢

感
覚
し
て
い
る
事
柄｣

の
説
明
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ

｢

実
在
す
る
も
の
、
真
に
存
在
す
る
も
の｣

＝｢

変
化
消
滅
せ
ず
、

永
遠
不
滅
に
同
一
で
在
る
も
の｣

。
Ｂ

｢

感
覚
し
て
い
る
事
柄｣

＝

｢

生
成
変
化
消
滅
す
る
も
の｣

＝
本
当
の

｢

実
在｣

と
は
言
え
な
い
。

そ
し
て
Ａ
は

｢

感
覚
で
は
認
識
で
き
な
い
も
の｣

で
あ
る
。
ま
た
プ

ラ
ト
ン
と
原
子
論
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
よ
う
に
Ａ
と
Ｂ
を
分
断
せ

ず
に
、
Ｂ
は
Ａ
を
原
因
と
し
て
何
か
と
し
て
在
る
と
考
え
た
。

プ
ラ
ト
ン
は
、
Ａ
＝｢

諸
々
の
イ
デ
ア

(

イ
デ
ア
間
に
は
階
層
関

係
が
あ
る)｣

、
恒
常
不
変
に
同
一
を
保
つ
も
の
、
真
実
在

(

純
粋
知

性
で
把
握)

。
Ｂ
＝｢

現
象
界
の
様
々
な
出
来
事｣

＝{

美
し
い
花
が
あ

る
、
な
ど}

。
Ｂ
は
Ａ
の
影
、
Ａ
が
Ｂ
に
写
る
と
表
現
さ
れ
る
。

古
代
原
子
論
は
、
Ａ
＝｢

原
子
と
空
虚

(

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る

も
のe

s
s
e

p
e
r

s
e (

５))｣

、
こ
れ
は
感
覚
で
き
な
い
も
の
。
Ｂ
＝｢

世
界

m
u

n
d

u
s｣

に
生
じ
て
い
る
こ
と
＝{

人
間
の
精
神
の
活
動
、
風
、

色
な
ど}

、
消
滅
変
化
す
る
も
の
。
そ
し
て
世
界
の
諸
現
象
の
多
様

性
を
、
感
覚
で
き
な
い
原
子
の
離
合
集
散
で
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
に
反
感
覚
主
義
で
は
、｢

実
在

(

存
在)｣

の
条
件
を
時

間
的
観
点
か
ら
捉
え
る
の
で
あ
り
、
日
常
用
法
の
単
純
な
逆
転
で
は
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な
い

(

従
っ
て
こ
の
タ
イ
プ
の
哲
学
思
想
を
、｢

観
念
論
対
物
理
的

実
在
論｣

と
い
っ
た
空
間
的
分
類
図
式
化
す
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
思

考
法
で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
ろ
う)

。

｢

自
然｣
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
。｢

自
然｣

は
、
現
代
の
日
常
語

で
は
、
人
工
的
な
空
間
や
物
と
の
対
比
で

｢

天
然
の
ま
ま
の
場
所
や

物｣

と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
用
法
は
古
く
か

ら
で
は
な
い
。
古
代
思
想
で
の

｢

ピ
ュ
シ
ス
と
ノ
モ
ス｣

、
即
ち

｢

ピ
ュ
シ
スn

a
tu

ra

＝
永
遠
不
変
な
る
万
有
の
秩
序
や
法
則｣

と

｢

ノ
モ
ス
＝
地
域
と
時
代
に
よ
っ
て
可
変
的
な
人
為
的
法
律
や
慣
習｣

と
い
う
対
比
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、｢

ピ
ュ
シ
ス｣

と
は
、
本
来

は
時
間
的
に
不
変
な
秩
序
法
則
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。

デ
カ
ル
ト
も

｢

自
然

(

本
性)

n
a

tu
ra
｣
を
、
時
間
的
に
恒
常

不
変
な
秩
序
や
本
性
と
い
う
意
味
で
使
う
。｢

一
般
的
な
意
味
で
の

自
然
と
は
、
神
そ
の
も
の
、
ま
た
は
神
が
制
定
し
た
被
造
物
の
相
互

秩
序re

ru
m

c
re

a
ta

ru
m

c
o

o
rd

in
a

tio
｣

、
ま
た
、
私
の
自
然

(

本
性)

と
い
う
よ
う
に
個
別
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
場
合
は
、
神
に

よ
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
た
全
て

(
M

e
d

.6
.
A

T
.Ⅶ

.80)｣

。

そ
し
て
天
然
の
場
的
な
も
の
を
指
す
語
に
は
、
次
の
よ
う
な
使
い

分
け
が
あ
る
。
例
え
ば

｢

外
界
の
全
て
、c

u
n

c
ta

e
x

te
rn

a
(
A

T
.

Ⅶ
.22)｣

と
は

｢

身
体
の
外
側
に
在
る
も
の
ご
と｣

を
指
す

(

そ
の

他
、P

ri.Ⅱ
§

3§
26

な
ど)

。
ま
た

｢

世
界
、m

u
n

d
u

s
,
m

o
n

d
e｣

は
、
感
覚
的
世
界

(

地
球te

rra

と
宇
宙u

n
iv

e
rs

u
m
)

即
ち
、

物
体
的
世
界
を
意
味
す
る
。｢

こ
の
世
界
、
即
ち
、
物
体
的
実
体
の

全
体
、h

ic
m

u
n

d
u

s
,

s
iv

e
s
u

b
s
ta

n
tia

e
c
o

rp
o

re
a

e
u

n
iv

e
r-

s
ita

s
,

P
ri.Ⅱ

§
21
｣
(

そ
の
他
、P

ri.Ⅳ
§

1

な
ど)

。
さ
ら
に

｢

事
物
の
総
体re

ru
m

u
n

iv
e
rs

ita
s

A
T

.Ⅶ
.55

,
61｣

は
、
被
造

物
の
相
互
秩
序
が
制
定
さ
れ
て
い
る
、
よ
り
広
大
無
辺
な
神
の
被
造

物
全
体
を
意
味
し
、
こ
れ
は
感
覚
で
は
把
握
で
き
な
い

(

６)

。

デ
カ
ル
ト
自
然
学
に
関
し
て
。
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
、
デ
カ
ル
ト

は
現
代
で
言
う
と
こ
ろ
の

｢

科
学
的
実
在
論｣

の
立
場
だ
、
と
す
る

の
が
ほ
ぼ
通
説
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
反
し

て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は

｢

神
は
数
多
く
の
相
異
な
る
仕
方
で
世
界
を

造
り
得
た
、
自
分
の
自
然
学
は
仮
説
だP

ri.Ⅳ
.§

204｣

、
そ
し
て

｢

仮
説｣

と
し
て
の
自
然
学
理
論
の
正
当
性
は

｢

実
験
が
証
明
す
る

D
is

.6
.
A

T
.Ⅵ

.76 (

７)｣

、
ま
た

｢

感
覚
で
捉
え
る
通
り
に
物
体
が
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。M

e
d

.6
.
A

T
.Ⅶ

.80｣

と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
言
葉
が
無
視
さ
れ
主
張
が
歪
め
ら
れ
て
い
た
の

は
、
お
そ
ら
く
、
二
〇
世
紀
前
半
頃
ま
で
は
、
ま
だ
理
性
主
義
哲
学
＝

科
学
主
義
と
い
う
素
朴
な
連
想
が
あ
り
、
ま
た
当
時
の
自
然
哲
学
研

究
を

｢

科
学
vs
宗
教｣

の
図
式
で
捉
え
る
史
観
が
主
流
だ
っ
た
か
ら

だ
ろ
う

(

加
え
て
、
物
心
二
元
論
の
思
想
で
か
つ
科
学
的
実
在
論
の

立
場
と
み
な
す
な
ら
、
そ
の
説
明
は
、
人
間
の
精
神
の
中
に
在
る
数

学
と
、
外
界
に
在
る
物
理
法
則
が
一
致
す
る
、
と
い
う
幼
稚
な
対
応

説
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
粗
雑
な
イ
メ
ー
ジ
や
図
解
を
想
像
し
た
り
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見
た
り
す
る
だ
け
で
理
解
し
た
気
に
な
る
、
こ
れ
も
通
説
化
の
要
因

の
一
つ
で
あ
ろ
う)

。
し
か
し
現
在
で
は
、
有
限
な
る
人
間
の
自
然

科
学
理
論
は
、
絶
対
的
に
言
え
ば

｢

仮
説｣

と
み
な
す
べ
き
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
自
然
哲
学
者
に
と
っ
て
の
自
然
探
究

は
神
の
御
業
を
称
え
る
為
の
信
仰
活
動
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
方
の

方
が
承
認
を
得
て
い
る
と
言
え
る

(

８)

。
現
代
か
ら
改
め
て
上
述
の
言
葉

を
再
考
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
デ
カ

ル
ト
は
科
学
的
実
在
論
の
立
場
で
は
な
い
と
言
え
る
。

以
上
を
確
認
し
て
、｢

物
体
的
事
物
の
存
在
証
明

(
M

e
d

.6
,

P
ri.

Ⅱ
§

1

な
ど)｣

に
関
し
て
纏
め
て
お
く
。
こ
の
証
明
は
、
想
像
力

と
感
覚
の
分
析
、
特
に
、
意
に
反
す
る
こ
と
の
多
い
感
覚
の
受
動
性

を
分
析
し
、
神
の
誠
実
性
に
鑑
み
て
、｢

受
動
的
な
知
覚
像｣

の
直

接
原
因
は

｢

物
体｣

で
あ
り
、
精
神
と
は
異
な
る
実
体
と
し
て

｢

物

体
が
存
在
す
る｣

と
結
論
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
の
Ａ
に

属
す
る
、
精
神
実
体
と
は
別
の

｢

物
体
的
実
体
の
存
在｣
を
確
証
す

る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
Ａ
＝｢

神
、
精
神
、
物
体

(

精
神
と
物
体

は
有
限
実
体
で
あ
り
神
の
被
造
物)｣

、
恒
常
不
変
に
同
一
の
あ
り
方

で
在
る
も
の

(

純
粋
知
性
で
把
握

(

９))

。
つ
ま
り
、
こ
の
物
体
的
実
体

を
直
接
原
因
と
す
る
受
動
的
知
覚
像
は
安
定
し
て
お
り

(

�)

、
生
命
保
存

に
有
益
な
情
報
提
供
と
い
う
価
値
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
の
証
明
で

あ
る

(

後
述
の
悪
霊
の
仮
定
の
懐
疑
の
完
全
解
除

(

�))

。

そ
し
て
、｢

こ
の
世
界m

u
n

d
u

s
(

物
体
的
実
体
全
体)

は
、
神

の
被
造
物
で
あ
る｣

、
こ
の
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
恒
常
不
変
な
真

理
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界

(

地
球
と
宇
宙)

は
人
間
が
感
覚
し
て

い
る
通
り
の
ま
ま
に
在
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
在
り
様
の
具
体
的

説
明
で
あ
る
自
然
学
理
論
は
、
そ
の
正
当
性
の
継
続
を

｢

実
験｣

に

依
存
す
る

｢

仮
説｣

で
あ
り
、
恒
常
不
変
な
真
理
で
は
な
い
。

紙
幅
の
都
合
か
ら
も
本
論
で
は
主
要
研
究
の
検
討
は
で
き
な
い
の

で
、
第
一
章
を
諸
解
釈
に
対
す
る
疑
問
と
反
論
の
提
示
と
す
る
。

第
二
章

方
法
的
懐
疑
か
ら
コ
ギ
ト
確
定
へ

コ
ギ
ト
確
定
ま
で
を

『

省
察』

に
沿
っ
て
纏
め
て
い
く
。『

省
察』

に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は

｢

私
と
共
に
真
剣
に
省
察
し
、
精
神
を
、

感
覚
か
ら
引
き
離
し
、
同
時
に
全
て
の
先
入
見
か
ら
引
き
離
す
こ
と

を
欲
す
る
人
の
み
が
こ
の
書
を
読
む
こ
と
、A

T
.Ⅶ

.9｣

と
要
請
し
、

そ
し
て

｢

推
論
す
れ
ば
分
か
る
こ
と
は
敢
え
て
書
か
な
い
と
い
う
叙

述
の
仕
方
を
し
た
。A

T
.Ⅶ

.157｣

と
述
べ
て
い
る
。『

省
察』

の

叙
述
は
懇
切
丁
寧
で
は
な
く
、
と
り
わ
け

｢

第
一
省
察｣

は
極
め
て

簡
略
化
さ
れ
、
わ
ざ
と
大
切
な
部
分
を
隠
し
て
、
読
者
に
謎
解
き
を

要
求
す
る
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
、
彼
の
思

想
の
理
解
の
た
め
に
は
、
読
者
が
自
分
で
考
え
て
明
晰
に
確
信
し
て

い
く
と
い
う
読
者
自
身
の
知
的
体
験
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
、
様
々
な

｢

意
見o

p
in

io
｣

を
自
ら
の
先
入
見
と
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し
て
懐
疑
に
か
け
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
過
去
の
哲
学
思
想
に
対
す

る
懐
疑
で
も
あ
る
。
こ
の
探
究
の
仕
方
は

｢

理
性ra

tio

の
説
得
に

従
っ
て｣
、
諸
々
の
先
入
見
の
土
台
の
考
察
、
即
ち
、
前
提
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
再
考
し
、
疑
う
理
由ra

tio

が
見
い
だ
さ
れ
る
意
見

は
、
明
ら
か
に
偽
な
る
こ
と
と
し
て
扱
う
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

�

懐
疑
第
一
段
階
、
感
覚
の
懐
疑
か
ら
、
判
定
規
準
の

変
更
へ

最
初
に
、｢

幼
少
期
か
ら
の
先
入
見｣

と
さ
れ
る
感
覚
依
存
の
思

考
で
あ
る
素
朴
実
在
論
と
真
理
対
応
説
を
否
定
し
廃
棄
す
る

(

大
事

な
箇
所
だ
が
、
以
前
も
発
表
し
た
の
で
、
結
論
だ
け
を
要
約
す
る)

。

こ
れ
は

�私
の
思
考
の
外
側
に
在
る
、
外
界

(

身
体
の
外
側)

、

及
び
、
私
自
身
の
身
体
の
在
り
様
は
、
私
の
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
で

き
る
。
私
の
知
覚
現
象
は
そ
れ
ら
の
も
の
ご
と
に
似
て
い
る
�、
と

い
う
幼
少
期
か
ら
の
先
入
見
の
再
考
で
あ
る
。

即
ち
一
般
に
は
〈
思
惟
と
現
実
の
対
応
〉
及
び
〈
言
明
と
事
実
の

一
致
〉
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
は
、
ま
ず
、
我
々

の
思
惟
活
動

(

言
表
活
動)

と
は
別
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
体

で
独
立
自
律
的
に
、
様
々
な
〈
或
る
何
か
で
あ
る
事
実
や
出
来
事
�

が
不
変
恒
常
的
に
現
実
に
在
る
、
い
わ
ば
〈
無
垢
な
る
事
実
〉
が
在

る
と
み
な
し
、
さ
ら
に
、
我
々
の
言
表
や
思
惟
が
、
そ
の
〈
無
垢
な

る
事
実
〉
を
正
確
に
模
写
し
一
致
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
言
表

(

思
惟)

は
真
理
で
あ
り
、
不
一
致
な
ら
ば
そ
の
言
表
は
偽
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
判
定
規
準
に
し
て
い
る
意
見
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
我
々
人
間
は
〈
無
垢
な
る
事
実
〉
と
我
々
の
思
惟
と

の
一
致
不
一
致
を
知
り
得
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

こ
の
前
提
が
、
感
覚
の
考
察
で
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

即
ち
、
例
え
ば
、
�地
球
上
で
は
物
体
落
下
運
動
は
不
変
だ
、
こ
れ

は
絶
対
的
な
事
実
で
あ
る
、
と
我
々
に
は
思
わ
れ
る
�
と
い
う
よ
う

に
、
我
々
に
と
っ
て
の
様
々
な
〈
或
る
何
か
で
あ
る
事
柄

(

事
実)

〉

と
は
、
我
々
に
よ
っ
て
思
惟

(

言
表)

さ
れ
た
事
柄
以
外
で
は
在
り

え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
う
し
て
、
素
朴
実
在
論
と
真
理
対
応

説
は
、〈
人
間
の
思
考
か
ら
独
立
な
る
無
垢
な
る
事
実
〉
と
い
う
、

明
ら
か
に
〈
人
間
が
知
り
得
な
い
こ
と
〉
を
、〈
人
間
が
知
り
得
る

こ
と
〉
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
誤
謬
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

て
、
こ
の
説
を
廃
棄
す
る

(

�)

。

続
い
て
真
理
判
定
規
準
を

｢

普
遍
的
か
つ
単
純
で
あ
る
こ
と｣

に

変
更
す
る
。
即
ち
、
全
て
の
事
柄
は
、
我
々
の
思
考
活
動

(

言
表
活

動)

に
よ
っ
て
或
る
何
か
で
あ
る
事
柄
と
し
て
在
り
、
故
に
、
全
て

の
人
間
の
思
考
活
動
に
共
通
で
あ
り
思
考
活
動
を
形
成
し
、
そ
れ
自

体
は
不
変
で
同
一
で
あ
る
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
に
と
っ
て

｢

不
変
恒
常
的
な
こ
と｣

で
あ
り

｢

真
理｣

と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず
我
々
の
〈
知
覚
現
象

(

知
覚
判
断)

〉
を
形
成
し
て
い
る

共
通
普
遍
で
単
純
な
も
の
と
し
て

｢

物
体
的
性
質
、
即
ち
延
長｣

及
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び
｢

形
、
大
き
さ
、
数
、
な
ど｣

の
諸
概
念
が
在
る
と
確
認
す
る
。

さ
ら
に
考
察
を
深
め
、
全
て
の
人
間
の
思
考
活
動
に
お
い
て

｢

最

も
単
純
で
極
め
て
普
遍
的
な
こ
とs

im
p

lic
is

s
im

a
&

m
a

x
im

e

g
e
n

e
ra

lis
re

s｣

と
し
て
在
る
数
学
と
論
理
学
の
単
純
な
規
則
を

｢

不
変
恒
常
的
な
こ
と
で
あ
る
真
理｣

と
し
て
認
め
る
。
即
ち
、
過

去
か
ら
現
在
ま
で
、
我
々
人
間
は
、
学
的
探
究
で
も
日
常
生
活
で
も
、

た
と
え
明
確
に
自
覚
し
て
い
な
く
て
も
、
知
覚
判
断
の
際
は
、
幾
何

学
の
定
義
を
使
用
し
な
が
ら
物
体
の
形
を
識
別
し
、
ま
た
同
時
に
数

の
概
念
を
、
さ
ら
に
常
に
、
同
一
律
矛
盾
律
な
ど
の
単
純
な
論
理
規

則
を
使
用
し
な
が
ら
思
考
活
動
を
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。

�

懐
疑
第
二
段
階

(

前
半
部)

、
全
能
な
る
神
の
欺
き
の

想
定

こ
の
前
半
部
は
、
先
の
結
論
の
出
発
点
、
即
ち
前
提
を
再
考
す
る

も
の
で
あ
る
。

私
の
精
神
に
刻
み
込
ま
れ
た

｢

あ
る
古
い
意
見

(

�)｣

に
よ
れ
ば
、
全

能
な
る
神
が
在
り

｢

こ
の
神
に
よ
っ
て
私
は
、
今
、
存
在
す
る
よ
う

な
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た｣

。
こ
の
神
が
、
私
を
欺
い
て
い
る
と

想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
想
定
か
ら
次
の
こ
と
に
気
づ
く
。
先
の
推
論
は

｢

人

間
の
思
考
活
動
に
は
共
通
普
遍
的
な
こ
と
が
在
る｣

と
い
う
考
え
か

ら
出
発
し
て
い
た
。
し
か
し

｢

人
間
の
知
覚
判
断
に
は
共
通
な
も
の

が
在
り
、
人
間
の
全
て
の
知
覚
判
断
は
物
体
的
性
質
の
概
念
を
使
用

し
て
い
る｣

と
、
神
が
私
に
だ
け
考
え
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本

当
は
私
と
他
の
人
々
の
知
覚
判
断
に
は
、
何
も
共
通
す
る
も
の
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
数
学
と
論
理
学
に
関
し
て
も
同
様
で
、
二
足

す
三
を
考
え
る
た
び
ご
と
に
、
今
の
私
は
瞬
時
に
五
で
あ
る
と
確
信

す
る
が
、
こ
れ
も
神
が
今
の
私
に
だ
け
そ
う
確
信
さ
せ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
、
何
故
な
ら
私
は
他
の
人
が
簡
単
な
こ
と
で
も
間
違
う

の
を
知
っ
て
い
る
。
故
に
、
私
が
今
確
信
し
て
い
る
事
柄
に
対
し
て
、

未
来
の
私
も
同
様
に
確
信
す
る
と
、
今
の
私
は
断
定
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
次
の
こ
と
を
認
識
す
る
。
即
ち
、
ま
ず
、
一
人
一
人
の

�私
�
が
、
数
学
と
論
理
学
の
単
純
な
規
則
に
つ
い
て
考
え
る
た
び

ご
と
に
、
�二
足
す
三
は
五
で
あ
る
、
二
は
二
で
あ
り
三
で
は
な
い
、

こ
れ
は
真
理

(

恒
常
不
変)

で
あ
る
�
と
い
う
よ
う
に
、
�〜
は
真

理
で
あ
る
�
と
確
信
す
る
と
い
う
事
態
が
在
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
が

過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
、
全
て
の
人
間
に
お
い
て
同
一
に
継
続
す
る

こ
と
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
数
学
と
論
理
学
が
全
て
の
人
間
の
思

考
活
動
に
お
い
て
共
通
普
遍
的
で
同
一
の
も
の
と
し
て
在
る
、
と
い

う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
同
じ
く
、
一
人
一
人
の
人
間
が
物
体
的
性

質
と
い
う
諸
概
念
を
用
い
て
知
覚
判
断
を
し
て
、
そ
れ
が
過
去
か
ら

現
在
ま
で
の
全
て
の
人
間
に
お
い
て
同
様
に
継
続
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
全
て
の
人
間
の
知
覚
判
断
に
お
い
て
共
通
な
こ
と
が
在
る
と

い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
次
の
よ
う
な
依
存
関
係
も
確
認
す
る
。
即
ち
、
幾
何
学
は

算
術
に
依
存
し
、
算
術
は
単
純
な
論
理
学
の
規
則
に
依
存
す
る
、
さ

ら
に
論
理
学
の
諸
規
則
は
、
最
も
単
純
な
同
一
律
、
�あ
る
�
は

�あ

る
�、
�あ
ら
ぬ
�
は

�あ
ら
ぬ
�
か
ら
成
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
、

ｉ

｢

同
一
の
も
の
が
同
時
に
あ
り
か
つ
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る｣

と
い
う
原
理
を
土
台
と
し
て
い
る

(

以
下
、
ｉ
原
理
と

略
記

(

�))

。
こ
こ
か
ら
私
の
思
考
活
動
に
お
け
る
順
序
関
係
も
確
認
す

る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
ｉ
原
理
の
使
用
を
私
自
身
が
自
覚
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
る
た
び
ご
と
に
、

こ
の
ｉ
原
理
を
確
信
し
つ
つ
、
�〜
で
あ
る
。
〜
で
は
な
い
。
〜
な

の
か
？
�、
と
思
考
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ｉ
原
理

と
単
純
な
同
一
律
矛
盾
律
へ
の
確
信
に
基
づ
い
て
、
そ
の
他
の
論
理

規
則
と
数
論
規
則
へ
の
確
信
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
の
確
信
に
基
づ

い
て
幾
何
学
の
諸
定
義
へ
の
確
信
が
生
じ
る
。
そ
し
て
論
理
規
則
と

数
学
規
則
と
幾
何
学
の
定
義
に
従
い
な
が
ら
、
私
は
様
々
な
知
覚
像

を
個
々
に
識
別
し
て
、
そ
の
結
果
、
�こ
れ
は
丸
い
頭
で
あ
る
�
と

い
う
よ
う
な
、
私
の
知
覚
判
断
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら

｢

他
者
と
共
通
な
普
遍
的
で
単
純
な
こ
と｣

を
真
理
判

定
規
準
に
し
て
、
知
覚
判
断
の
分
析
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
、
先
の

推
論
の
順
序
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
し
て
、
ｉ
原
理
も
論
理
学
と
数
論
の
単
純
な
規
則
も
懐
疑
可
能

で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
認
識
す
る
。
即
ち
、
私
の
思
考
活
動
に
お
け

る
、
同
一
の
単
純
な
論
理
規
則
や
数
論
の
規
則
の
使
用
と
い
う
事
態

は
、
未
来
永
劫
不
変
で
あ
る
と
今
の
私
は
証
明
で
き
な
い
。｢

二
足

す
三
は
六
で
あ
る｣

さ
ら
に

｢

同
じ
も
の
が
同
時
に
あ
り
か
つ
あ
ら

ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る｣

と
未
来
の
私
は
確
信
す
る
か
も

し
れ
な
い
、
神
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
創
造
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

�

懐
疑
第
二
段
階(

後
半
部)

神
の
善
性
と
私
の
誤
謬

｢

神
は
最
高
に
善
な
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
るd

ic
itu

r
s
u

m
m

e

b
o

n
u

s｣

、｢

私
が
常
に
誤
る｣

こ
と
が
神
の
善
性
に
矛
盾
す
る
の
な

ら
ば

｢

私
が
時
々
誤
る
こ
と｣

を
神
が
許
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
善

性
に
適
合
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。｢

し
か
し
こ
の
最
後
の
こ
と

(

後

半
部)

は
、
主
張
で
き
な
い
。q

u
o

d
u

ltim
u

m
ta

m
e
n

n
o

n

p
o

te
s
t

d
ic

i (

�).｣

こ
の
後
半
部
で
の
推
論
は
以
下
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
私
は
ｉ
原
理
に
対
し
て
、
�こ
れ
は
真
理
だ
�
と
瞬

間
瞬
間
に
判
断
し
て
き
た
。
し
か
し
ｉ
原
理
は
、
真
理

(

恒
常
不
変

な
こ
と)

で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
即
ち
、
私
は
〈
本
当
は
真
理

で
は
な
い
こ
と
を
、
真
理
で
あ
る
と
判
断
す
る
〉
と
い
う
誤
謬
を
お

か
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
常
に
、
ｉ
原
理
を
使
用
し

な
け
れ
ば
、
私
は
何
も
思
考
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
私
は
何
か
を
考

え
る
た
び
ご
と
に
、
私
は
常
に
誤
っ
て
い
る
、
と
い
う
可
能
性
が
あ

る
。
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こ
の

｢

私
が
常
に
誤
る
こ
と｣

が
、
神
の
善
性
に
反
す
る
か
否
か

を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
過
去
の
私
は
時
々
誤
る
こ
と
か
ら
、
自
己
の

無
知
に
気
づ
い
て
哲
学
を
始
め
た
。
故
に
、
私
の
時
々
の
誤
謬
が
、

神
の
善
性
に
反
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
者
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
、
私
が
他
者
の
誤
謬
を
見
て
私
自
身
の
無
知
に
気
づ

い
た
よ
う
に
、
私
の
誤
謬
を
見
て
他
者
が
哲
学
を
始
め
る
こ
と
も
あ

る
は
ず
。
善
な
る
神
は
、
こ
の
世
界
の
中
で
、
私
を
常
に
誤
る
者
と

い
う
役
割
を
担
う
者
と
し
て
創
造
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、

私
が
常
に
誤
る
こ
と
は
、
神
の
善
性
に
反
す
る
と
は
断
言
で
き
な
い
、

従
っ
て
私
は
常
に
誤
る
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

続
い
て
、
ど
の
よ
う
な
原
因
で
、
今
の
私
が
在
る
の
か
、
別
の
説

を
主
張
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
以
降
四
大
学
派
の
残
り
三
学
派
の
学
説

を
考
察
す
る

(

�)

。
し
か
し
ど
ん
な
原
因
を
考
え
よ
う
と
も
、
結
局
、
何

を
考
え
よ
う
と
も
、
何
を
語
ろ
う
と
も
、
そ
の
恒
常
不
変
性
を
証
明

で
き
な
い
と
認
識
し
つ
つ
、
ｉ
原
理
を
土
台
と
す
る
論
理
規
則
を
常

に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
は
神
に
よ
っ
て
私
に
課
さ
れ

た
自
由
変
更
不
可
能
な
思
考
の
型
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
こ
の
こ

と
を
認
識
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

｢

今
の
私
が
明
証
的
に
確
信
で
き

る
こ
と
、
私
の
確
信｣

も
、
未
来
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
、
今

の
私
は
証
明
で
き
な
い
故
、
真
理
判
定
規
準
に
は
で
き
な
い
。

｢

最
高
の
力
と
狡
知
を
も
つ
悪
霊g

e
n

iu
s

m
a

lig
n

u
s｣

が
、
全

力
で
私
を
欺
こ
う
と
し
て
い
る
、｢

天
、
色
、
形
、
音
、
そ
の
他
外

界
の
す
べ
て
は
夢
の
だ
ま
し｣

、
そ
れ
に
よ
っ
て

｢

こ
の
霊
が
私
の

心
に
罠
を
か
け
て
い
る｣

と
想
定
し
、｢

こ
の
省
察
に
頑
強
に
固
執

し
て
と
ど
ま
ろ
う｣

と
決
意
す
る

(

�)

。

こ
こ
で
懐
疑
に
か
け
ら
れ
る
の
は

｢

ロ
ゴ
ス
、ra

tio

に
従
う
こ

と
は
善
で
あ
る｣

と
い
う
意
見
で
あ
る
。

こ
の
悪
霊
の
仮
定
に
よ
る
懐
疑
は
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
私
の
探
究
の
始
ま
り
は
、
真
理
と
真
理
で
は
な
い
こ
と
を

判
別
し
た
い
、
即
ち
、
私
は
正
し
い
判
断
を
し
た
い
、
そ
れ
が
私
に

と
っ
て
の
善
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
目
的
の
た
め
に
す
べ
き
こ
と
は

｢
ra

tio

の
説
得
に
従
う
こ
と｣

と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、ra

tio

に
従
っ
て
探
究
を
続
け
た
結
果
、
そ
のra

tio

、
論
理
法
則
そ
の
も

の
の
恒
常
不
変
性
を
証
明
で
き
な
い
こ
と
が
論
理
的
必
然
と
し
て
帰

結
し
て
く
る
こ
と
を
私
は
知
る
。
こ
こ
か
ら
、
私
は
、ra

tio

の
こ

と
を
ま
だ
十
分
に
認
識
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
た
だ
の
憶
測
で

｢
ra

tio

に
従
う
こ
と
は
善
で
あ
る｣

と
判
断
し
て
い
た
こ
と
に
気

づ
く
。
こ
れ
は
誤
っ
た
判
断
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
私
の
探
究
は
、

本
来
は
忌
避
す
べ
き
誤
謬
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
認
識
す
る

(

�)

。

で
は
何
故
こ
の
よ
う
に
考
え
た
か
、
古
く
か
ら
の
意
見
か
ら
、
こ
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れ
ま
で
経
験
か
ら
学
ん
だ
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
知
覚
現
象
に
関

す
る
意
見
は
排
除
す
べ
き
先
入
見
で
あ
っ
た
。｢

知
覚
現
象
は
外
界

と
私
の
身
体
の
在
り
様
を
写
し
て
い
る

(

類
似
し
て
い
る)｣

、
こ
れ

は
第
一
段
階
で
明
ら
か
な
誤
謬
と
判
明
し
た
。
第
二
段
階
で
は
、

｢

知
覚
判
断
か
ら
出
発
し
て
推
論
す
れ
ば
真
理
の
認
識
に
至
る｣

と

い
う
意
見
は
、
こ
の
推
論
の
順
序
が
間
違
っ
て
い
る
と
判
明
し
た
。

以
上
を
再
考
し
、
こ
う
仮
想
す
る
。
天
の
星
々
の
動
き
も
、
生
き

物
た
ち
の
多
様
な
営
み
も
、
古
く
か
ら
の
人
間
の
思
想
を
記
し
た
数

多
く
の
書
物
も
、
同
時
代
に
生
き
て
知
的
探
究
に
励
む
人
々
の
姿
も
、

私
と
そ
の
人
々
と
の
交
流
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
悪
霊
が
私
を
愚
弄

す
る
た
め
に
創
作
し
て
い
る
も
の
、
悪
霊
が
し
か
け
た
罠
。
全
て
は
、

悪
霊
に
よ
っ
て
瞬
時
に
消
し
去
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
悪
霊
が

｢

ロ
ゴ
ス
に
従
う
こ
と
は
善
で
あ
る｣

と
い
う

考
え
を
私
に
吹
き
込
み
、
さ
ら
に
、
ｉ
原
理
や
同
一
律
矛
盾
律
な
ど

を
私
が
考
え
る
た
び
に
、
そ
れ
ら
を
、
�明
証
的
な
真
理
で
あ
る
�

と
、
悪
霊
が
私
に
確
信
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
自
由
変
更
不
可
能
な
思

考
の
型
は
、
善
な
る
神
が
私
に
授
け
て
く
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、

悪
霊
に
よ
る
拘
束
で
あ
り
、
こ
の
束
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
私
を
見

て
悪
霊
が
嘲
笑
し
て
い
る
、
と
仮
定
す
る
。

最
後
に
、
自
ら
を

｢

夢
の
中
で
自
由
を
楽
し
ん
で
い
た
囚
人｣

に

喩
え
て
、
第
一
省
察
を
終
え
る
。

第
二
省
察
に
お
い
て
、
自
ら
の
自
由
意
志
の
能
力
を
自
覚
的
に
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ギ
ト
が
確
定
さ
れ
る

(

�)

。

先
の
悪
霊
の
仮
定
に
よ
る
考
察
を
繰
り
返
し
て
、
ま
ず

｢

天
も
精

神
も
物
体
も
無
い｣

…｢

何
か
を
私
が
私
に
説
得
し
た
の
な
ら
、
確
か

に
、
私
は
在
っ
た
の
で
あ
るe

g
o

e
ra

m
(

直
説
法
未
完
了
過
去)｣

、

続
い
て

｢

全
能
な
る
が
欺
き
手
が
…
私
を
欺
い
て
い
る
な
ら
、
疑
い

も
な
く
私
も
ま
た
在
る
の
で
あ
るe

g
o

e
tia

m
s
u

m
(

直
説
法
現

在)｣

、
そ
し
て

｢

全
能
な
る
欺
き
手
で
さ
え
、
私
は
或
る
何
か
で
あ

る
と
私
が
考
え
る
で
あ
ろ
う
限
りq

u
a

m
d

iu
m

e
a

liq
u

id
e
s
s
e

c
o

g
ita

b
o
(

直
説
法
未
来)

、
私
が
無
で
あ
るn

ih
il

s
im

、
と
い

う
事
態
を
創
る
こ
と
は
で
き
な
い｣

と
確
認
し
て
、
最
後
に
結
論
す

る
。｢

�私
は
在
る
、
私
は
存
在
す
るE

g
o

s
u

m
,

e
g

o
e
x

is
to

�、

こ
の
言
明
は
、
私
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
た
び
に
、
精
神
に
よ
っ
て

概
念
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
必
然
的
に
真
で
あ
る
、q

u
o

tie
s

a
m

e

p
ro

fe
rtu

r,v
e
l

m
e
n

te
c
o

n
c
ip

itu
r,n

e
c
e
s
s
a

rio
e
s
s
e

v
e
ru

m
｣

。

こ
こ
で
、
ま
ず
、
私
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
自
ら
が
感
覚
を
無
視
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で
き
る
こ
と
を
経
験
す
る
。
つ
ま
り
私
の
知
覚
判
断
、
即
ち
、
物
体

的
な
諸
概
念
の
使
用
不
使
用
は
、
私
の
自
由
に
な
る
こ
と
を
認
識
す

る
。
同
様
に
、
悪
霊
や
精
神
な
ど
の
想
像
的
な
諸
概
念
の
使
用
不
使

用
も
私
の
自
由
に
な
る
と
確
認
す
る
。
続
い
て

｢

私
、e

g
o
｣

と
い

う
概
念
に
注
意
を
向
け
て
、
そ
し
て
、
私
が
何
か
を
考
え
て
い
る
限

り
、
�〜
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
�
と
い
う
よ
う
に
、
私
の
思
考

活
動
に
お
い
て

｢

私｣
と
い
う
概
念
が
常
に
不
変
に
同
じ
も
の
と
し

て
在
り
続
け
て
い
て
、
さ
ら
に
、
こ
れ
は
未
来
に
お
い
て
も
、
私
の

自
発
的
な
自
由
意
志
で
私
が
思
考
し
続
け
る
限
り
同
じ
で
あ
る
は
ず

だ
、
と
確
信
す
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の

｢

私
は
在
る
、
私
は
存
在
す

る｣

と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
真
理
で
あ
る
、
即
ち
、
過
去
現

在
未
来
に
お
い
て
恒
常
不
変
な
こ
と
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
。

｢

私
は
在
る
、
私
は
存
在
す
る｣

…｢

で
は
ど
れ
だ
け
の
間
か
？

即
ち
、
私
が
考
え
る
間
で
あ
る｣

…｢

私
と
は
た
だ
考
え
る
も
のre

s

c
o

g
ita

n
s

で
し
か
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
精
神
、
魂
、
知
性
、
理

性ra
tio

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
は
以
前
に
は
私
に
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
…
私
は
真
な
る
も
の
、
真
に
存
在
す
る
も
の｣

。

今
の
私
は
真
理
の
認
識
を
希
求
す
る
、
こ
の
真
理
を
知
り
た
い
と

い
う
自
由
意
志
の
自
発
性
に
始
ま
る
私
の
思
考
活
動
が
、｢

私｣

を

在
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
同
じ
も
の
と
し
て
在
り
続
け
る
も
の
に
し

て
い
る
、
と
実
感
し
直
知
す
る
。
即
ち

｢

私｣

を
在
る
も
の
、
在
り

続
け
る
も
の
、
存
在

(

実
在)

す
る
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
真
理

を
希
求
す
る
私
の
自
由
意
志
に
よ
る
自
発
的
な
思
考
活
動
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
私
の
思
考
活
動
が
在
る
と
い
う
事
態
は
、
私
の
自
由
意

志
に
よ
っ
て
自
発
的
に
始
め
ら
れ
継
続
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
私
の
思
考
活
動
が
、
私
の
精
神
に
論
理
規
則
を
顕
在
化
し
、

そ
れ
ら
の
不
変
性
を
支
え
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
認
識
す
る
。

続
い
て
、
物
体
的
な
形
や
像
を
思
い
浮
か
べ
る
思
考
能
力
で
あ
る

｢

想
像
す
る
力v

is
im

a
g

in
a

n
d

i｣

と

｢

感
覚
す
る
力v

is
s
e
n

-

tie
n

d
i｣

に
つ
い
て
考
察
し
て
、
そ
の
使
用
と
不
使
用
は
私
の
自
由

に
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
私
の
思
考
活
動
に
は
感
覚
や
想
像
の
能

力
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
上
述
の

｢

私
は
思
惟
す

る
も
の
で
あ
り
、
私
の
思
考
活
動
が
私
を
在
り
続
け
る
も
の
に
し
て

い
る｣

と
い
う
認
識
は
、
想
像
力
と
感
覚
を
使
用
し
な
い
認
識
で
あ

り
、
純
粋
知
性
に
よ
る
把
握
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

�

最
初
の
確
実
な
認
識
と
し
て
の
コ
ギ
ト

コ
ギ
ト
は
最
初
の
確
実
な
認
識
で
は
な
い
、
と
い
う
同
時
代
人
の

批
判
と
、
現
在
の
批
判
的
解
釈
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
反
論
で
あ
る
。
予
め
、
同
一
律
や
矛
盾
律
、
ま
た

｢

思
惟
と
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は
何
か
、
存
在
と
は
何
か｣

と
い
う
諸
概
念
の
定
義
を
確
実
な
こ
と

と
し
、
さ
ら
に

｢

思
惟
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な

い｣
と
い
う
こ
と
を
確
実
な
一
般
命
題
と
し
て
、
三
段
論
法
を
用
い

て
、
こ
の
命
題
を
大
前
提
と
し
て

｢

思
惟
す
る
も
の
は
全
て
存
在
す

る
、
こ
の
私
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
、
故
に
、
私
は
存
在
す
る｣

と
推
論
し
た
、
従
っ
て
コ
ギ
ト
は
最
初
の
確
実
な
真
理
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
は
、
あ
く
ま
で
も
コ
ギ
ト

言
明
は
最
初
に
認
識
さ
れ
る
真
理
だ
と
言
う
。
即
ち
、｢

コ
ギ
ト
確

定
以
前
に
上
記
の
よ
う
な
一
般
命
題
や
諸
概
念
を
知
っ
て
お
く
必
要

は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
だ
け
で
は
存
在
す
る
も
の
の
知
識
を
示
さ

な
い
。P

ri.1§
10｣

、｢

誰
か
が

�私
は
思
惟
す
る
、
故
に
私
は
存

在
す
る
�
と
言
う
時
、
三
段
論
法
に
よ
る
演
繹
で
は
な
く
、
彼
は
存

在
を
精
神
の
単
純
な
直
知
に
よ
っ
て
認
識
す
る
…
彼
が
存
在
す
る
こ

と
な
し
に
彼
が
思
惟
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
自
分
自
身
の

う
ち
で
経
験
す
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
彼
は
こ
の
大
前
提
を
学
び
知

る
の
で
あ
る
、
…
一
般
命
題
を
個
別
的
な
こ
と
の
認
識
か
ら
形
造
る

こ
と
、
そ
れ
が
我
々
の
精
神
の
本
性
で
あ
る

(
A

T
.Ⅶ

.140

�1)｣
。

こ
の
デ
カ
ル
ト
の
答
え
と
、
上
述
し
て
き
た
懐
疑
か
ら
コ
ギ
ト
確

定
ま
で
の
内
容
を
合
わ
せ
て
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

第
一
、
論
理
法
則
と
私
の
思
考
活
動
の
関
係
。
上
述
の
よ
う
に
、

論
理
法
則
の
内
容
そ
の
も
の
は
、
私
に
は
自
由
変
更
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
が
自
ら
の
自
由
意
志
で
自
発
的
に
思
考
を
始
め
る
こ
と

で
、
は
じ
め
て
、
ｉ
原
理
を
土
台
と
す
る
論
理
法
則
が
不
変
な
も
の

と
し
て
私
の
思
惟
に
顕
在
化
す
る
。
即
ち
、
私
は
自
由
に
、
論
理
法

則
を
顕
在
化
さ
せ
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
私
の
思
考
活
動
の
自
発
的
継
続
に
よ
っ
て
の
み
、
論
理
法

則
の
不
変
恒
常
性
、
即
ち
、
真
理
性
確
実
性
が
保
た
れ
る
続
け
る
、

こ
の
よ
う
な
先
行
依
存
関
係
で
あ
る
。

第
二
、
諸
概
念
の
定
義
の
問
題
。
先
の
懐
疑
で
、
全
て
の
こ
と
は

悪
霊
の
欺
き
と
し
て
夢
幻
の
ご
と
く
一
瞬
後
に
は
消
滅
す
る
か
も
し

れ
な
い
、
即
ち
〈
存
在
す
る
も
の
〉
の
意
味
に
適
う
〈
具
体
的
な
或

る
も
の
〉
は
何
も
無
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
問
う
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
第
二
省
察
で
の
再
考
で
、
私
の
思
考
活
動
が
、
同
一
で

在
り
続
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り

｢

存
在
す
る
も
の｣

と
い
う
概
念
の
意
味
に
適
う
具
体
的
な
も
の
が
在
る
、
と
認
識
す
る
。

ま
た

｢

確
実
性｣

も
同
様
に
、｢

確
実
な
こ
と｣

と
い
う
意
味
に
適

う

(

条
件
を
満
た
す)

具
体
的
な
事
柄
は
何
も
無
い
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
懐
疑
を
へ
て
、｢

私
の
思
考
活
動
の
存
在｣

と
い
う
具
体
的

な

｢

確
実
な
事
柄｣

を
発
見
す
る
。(｢

思
惟｣

や
そ
の
他
の
単
純
で

自
明
の
概
念
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う)

。
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の

言
う

｢

概
念
の
定
義
を
知
る
だ
け
で
は
、
存
在
す
る
も
の
の
知
識
を

与
え
て
く
れ
な
い｣

と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に

｢
精
神
、
知
性
、
理
性ra

tio

こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
は

以
前
は
知
ら
な
か
っ
た｣

と
述
べ
る
よ
う
に
、
語
の
意
味
が
深
ま
り
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少
し
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
表
明
は
コ
ギ
ト
の
認
識

に
よ
っ
て
以
前
に
考
え
て
い
た
言
葉
の
意
味
は
正
確
で
は
な
い
と
気

づ
き
、
今
ま
さ
に
直
知
し
て
い
る
、
�こ
れ
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で

の
精
神
や
魂
や
知
性
や
理
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
、
同
様
に
、
本
当

に

｢

認
識
す
る
、
理
性
的
に
考
え
る｣

と
は
、
こ
う
い
う
知
的
体
験

な
の
だ
、
と
知
っ
た
�、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
三
、
三
段
論
法
の
問
題
。
上
述
の
よ
う
に
コ
ギ
ト
確
定
の
際
の

考
察
は
、
私
の
自
由
意
志
に
よ
る
自
発
的
思
考
の
自
覚
と
私
の
思
考

活
動
が
在
る
こ
と
を
同
時
に
体
験
的
に
直
知
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
よ

う
な
私
の
思
考
活
動
の
不
変
的
持
続
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
ま
ず

｢

思
惟
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
の
私
が
、
同
時
に
あ
り
か
つ
あ
ら

ぬ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
確
実
で

あ
る
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
び
に
私
は
確
信
し
続
け
て
お
り
、
未

来
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
は
ず
、
と
認
識
す
る
。
ま
た
同
時
に

｢

思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
こ
の
私
は
、
思
惟
し
て
い
る
そ
の
間
、
こ

の
私
は
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い｣

と
い
う
こ
と
も
、
私
は
確
信
し
続

け
て
い
て
、
私
に
と
っ
て
確
実
で
あ
る
、
と
認
識
す
る
。
こ
の
具
体

的
な
経
験
知
に
基
づ
い
て
、
�他
の
人
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
は

ず
で
あ
り
、
従
っ
て

｢

思
惟
す
る
も
の
は
存
在
す
る｣

と
い
う
一
般

命
題
の
恒
常
不
変
性

(

真
理
性)

を
認
め
て
よ
い
�、
と
確
認
し
た

と
言
え
る
。
即
ち
、
私
の
こ
の
具
体
的
な
直
接
経
験
知
が
先
立
っ
て

あ
り
、
そ
の
私
の
具
体
的
個
別
的
認
識
に
基
づ
い
て
、
上
の
一
般
命

題
は
確
実

(

不
変)

で
あ
る
と
承
認
す
る
、
と
い
う
順
序
で
あ
る
。

以
上
、
コ
ギ
ト
は
順
序
正
し
く
思
考
す
る
人
が
出
会
う

｢

最
初
の

確
実
な
認
識｣

で
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
主
張
は
正
当
で
あ
る
。

ま

と

め

デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
の
全
て
の
思
考
活
動
に
お
い
て
常
に
共
通
で

不
変
に
在
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
一
人
一
人
の

�私
�
の

知
を
求
め
る
思
考
活
動
が
、
知
的
営
為
の
始
ま
り
で
あ
り
そ
れ
を
支

え
続
け
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
徹
底
し
た
懐
疑
に
よ
っ
て
知

の
希
求
を
の
ば
す
こ
と
で
、
全
て
の
こ
と
は
、
最
終
窮
極
に
お
い
て

善
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
察
へ
と
導
か

れ
る

(

�)

。
コ
ギ
ト
は
、
懐
疑
に
よ
っ
て
陶
冶
さ
れ
た
精
神
が
、
自
ら
の

知
へ
の
希
求
を
確
知
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
限
な
創
造
世

界
の
中
で
、
常
に
潔
癖
な
懐
疑
の
精
神
を
保
ち
な
が
ら
、
よ
り
善
な

る
こ
と
未
知
な
る
こ
と
を
求
め
続
け
る
一
人
一
人
の
コ
ギ
ト
が
、
人

間
の
永
続
す
る
知
的
探
究
の
活
動
に
参
与
し
、
不
変
な
真
理
と
し
て

実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

コ
ギ
ト
は
最
初
の
確
実
な
認
識
で
あ
り
、
か
つ
、
哲
学
の
第
一
原
理

と
し
て
確
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

(

�)

。
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(
1)

デ
カ
ル
ト
の
著
作
は
、『

哲
学
原
理』

は
部
と
節
、
他
は
Ａ
Ｔ
版

の
頁
を
記
す
。
邦
訳
は
訳
注
も
含
め
て
山
田
弘
明
訳

『

方
法
序
説』

『

省
察』

『

哲
学
原
理』

(

ち
く
ま
学
芸
文
庫)

、『

エ
リ
ザ
ベ
ト
�デ
カ

ル
ト
往
復
書
簡』

(

講
談
社
学
術
文
庫)

を
使
用
し
、
他
の
邦
訳
書

も
参
照
し
た

(
な
お
紙
幅
の
都
合
上
、
引
用
は
適
宜
要
約
し
て
い
る)

。

プ
ラ
ト
ン
の
著
作
名
は
略
記
し
邦
訳
は

『

プ
ラ
ト
ン
全
集』

(

岩
波

書
店)

を
使
用
。

(

2)
｢

私
は
考
え
る
、
ゆ
え
に
、
私
は
在
る
、Je

p
e
n

s
e
,

d
o

n
c

je
s
u

is

、

こ
の
真
理
は
懐
疑
論
者
に
も
揺
る
が
し
え
な
い
堅
固
で
確
実
な
哲
学

の
第
一
原
理
で
あ
る｣

D
is

.4
,
Ⅵ

.32
.

(

3)

第
一
省
察
冒
頭
で
の

｢

諸
学
問
に
お
い
て
確
固
と
し
て
継
続
す
る

こ
とq

u
id

firm
u

m
&

m
a

n
s
u

ru
m
(
未
来
分
詞)

の
確
立
を
私

が
望
む
な
ら
、
一
生
に
一
度
は
全
て
を
覆
す
べ
きA

T
.Ⅶ

.17｣

と

い
う
、
こ
の
懐
疑
の
目
的
が

｢

恒
常
不
変
な
こ
と｣
の
確
立
で
あ
る

こ
と
の
明
示
に
基
づ
い
て
、｢

真
理
の
意
味｣

は

｢
過
去
現
在
未
来

に
お
い
て
恒
常
不
変
で
あ
る
こ
と｣

と
み
な
す
。c

f.
メ
ル
セ
ン
ヌ

宛
、
一
六
三
〇
年
、
四
月
十
五
日
、A

T
.Ⅰ

.147
｢

私
は
そ
れ

ら

(

真
理)

を
永
遠
で
不
変
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る

je
le

s

c
o

m
p

re
n

d
s

c
o

m
m

e
� e

te
rn

e
lle

s
e
t

im
m

u
ta

b
le

s｣
c
f.

p
.135

『

デ
カ
ル
ト
全
書
簡
集』

第
一
巻

(

知
泉
書
館)

。
そ
の
他

｢

数
学
的

真
理
は
不
変
か
つ
永
遠im

m
u

ta
b

ilis
&

a
e
te

rn
a
｣

A
T

.Ⅶ
.64

、

116

、380

な
ど
、｢

真
理｣

と

｢

不
変
恒
常
性｣

と
を
結
ぶ
表
現
は

多
い
。
ま
た
一
般
的
に
も
不
変
恒
常
性
を
全
く
含
意
し
な
い
で

｢

真

理｣

と
い
う
語
を
使
う
思
想
家
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

(

4)

メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
一
六
三
九
年
十
月
十
六
日
、A

T
.Ⅱ

.596

�8｢

男

爵
は
、
真
理
と
は
何
か
を
吟
味
し
て
い
る
、
し
か
し
私
は
と
言
え
ば
、

私
は
そ
の
こ
と
を
決
し
て
疑
っ
た
こ
と
は
な
い
、
思
う
に
、
そ
れ
は

超
越
論
的
に
極
め
て
明
晰
な
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
い

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
ほ
ど
だc

’e
st

u
n

e
n

o
tio

n
si

tra
n

sc
e

n
-

d
e

n
ta

le
m

e
n

t
c

la
ire

,
q

u
’il

e
st

im
p

o
ssib

le
d

e
l’ig

n
o

re
r

。
確

か
に

�秤b
a

la
n

c
e

〉
は
使
用
前
に
吟
味
で
き
る
、
し
か
し
、
も
し

本
性
上
、
我
々
が
真
理
と
は
何
か
を
知
ら
な
い
な
ら
、
我
々
に
真
理

を
教
え
る
秤

(

判
定
規
準)

を
我
々
は
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
…

�真
理
〉
は
、
�運
動
〉
な
ど
と
同
様
極
め
て
単
純
な
こ
と
で
あ
り
、

論
理
学
的
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
と
む
し
ろ
不
明
瞭
に
な
る
。
…
自

然
の
光la

lu
m

i� e
re

n
a

tu
re

lle

だ
け
を
私
の
真
理
の
規
準
と
す
る｣

。

c
f.

P
r.1
§

10

。c
f.｢

真
な
る
論
理
学
の
規
則
に
従
え
ば
、
ど
ん
な

事
物
に
つ
い
て
も
、
予
め
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
て
い

な
い
限
り
、
そ
れ
が
在
る
か
と
い
う
こ
と
は
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な

い｣
A

T
.Ⅶ

.107
.

(

5)
c
f.『

D
e

re
ru

m
n

a
tu

ra
』

I

�419
,

506

な
ど
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ

ス

『

事
物
の
本
性
に
つ
い
て』

、
藤
澤
令
夫
・
岩
田
義
一
共
訳

(

筑

摩
書
房)

、(

以
下
、L

u
c
r.

と
略
記)

。

(

6)
c
f.

A
T

.Ⅸ
.36

�7.
『

L
e

M
o

n
d

e
(

世
界
論)

』

と
い
う
著
作
で

は
、
物
体
の
自
然
本
性
の
み
が
論
述
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

m
u

n
d

u
s

を
感
覚
的
世
界
に
限
定
す
る
の
は
伝
統
的
な
用
法
と
も
思

え
る
。c

f.
L

u
c
r.

V

�65

�66
｢

こ
の
世
界m

u
n

d
u

s

は
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
死
す
べ
き
も
の
か
ら
で
き
て
い
る｣

。｢
m

u
n

d
u

s

は
、

キ
リ
ス
ト
教
文
献
で
は
、
こ
の
地
上
の
世
界
で
あ
る｣

『

ラ
テ
ン
語

の
は
な
し』

逸
身
喜
一
郎

(

大
修
館
書
店)

六
七
頁
、
及
び
各
種
ラ

テ
ン
語
辞
書
。
ブ
ル
ー
ノ

『

無
限
、
宇
宙
お
よ
び
諸
世
界
に
つ
い
て』

清
水
純
一
訳

(

岩
波
文
庫)

訳
注
二
五
八
―
二
五
九
頁
。｢

宇
宙
、
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u
n

iv
e
rs

o
｣

は
無
限
な
宇
宙
を
指
し

｢

世
界
、m

o
n

d
o
｣

は
地
球

お
よ
び
感
覚
的
に
捉
え
う
る
限
り
の
宇
宙
、
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
宇
宙
を
意
味
す
る｣

。

(

7)
即
ち
自
然
学
理
論
と
は
、
実
験
で
証
明
さ
れ
続
け
て
い
る
限
り
で

そ
の
正
当
性
が
保
証
さ
れ
続
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然

科
学
で
の
、
こ
の
実
験
と
理
論
と
の
関
係
は
、
現
在
で
は
当
然
の
こ

と
思
わ
れ
る
が
、
一
七
世
紀
前
半
当
時
は
中
々
理
解
さ
れ
ず
、
デ
カ

ル
ト
は
説
明
に
苦
労
し
て
い
る
。c

f.

モ
ラ
ン
宛
一
六
三
八
年
七
月

十
三
日
、
そ
の
他
。

(

8)

デ
カ
ル
ト
の
場
合
は
個
人
の
信
仰
と
学
的
研
究
を
区
別
す
る
。c

f.

P
ri.Ⅰ

§
25

,
§

76

及
び
、
邦
訳
、
訳
注
。

(

9)
c
f.

P
ri.1§

51
(

邦
訳
、
訳
注
二
〇
九
頁

｢

自
存
性
が
実
体
の
要

件
で
あ
る｣)

。｢

他
の
実
体
の
助
け
無
し
に
、
そ
れ
自
ら
に
よ
っ
て

存
在
し
う
る
、p

e
r

s
e

p
o

s
s
e

e
x

is
te

re
｣

A
T

.Ⅶ
.226

。｢

物
体

は
本
来
感
覚
や
想
像
で
は
な
く
、
ひ
と
り
知
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ

る｣
A

T
.Ⅶ

.
p

.34

。P
ri.1§

73

な
ど
。

(

10)

知
覚
像
生
成
に
関
す
る
具
体
的
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
。
こ
の

世
界
で
は
、
無
限
分
割
可
能
な
粒
子
が
絶
え
ず
運
動
し
て
お
り
、
空

虚
は
な
い
。
こ
れ
ら
が
物
体
で
あ
る
人
間
身
体
を
刺
激
し
、
そ
の
運

動
が
脳
に
伝
わ
り
、
個
々
の
知
覚
像
が
生
じ
る
。
そ
し
て
粒
子
の
離

合
集
散
の
運
動
パ
タ
ー
ン
と
、
精
神
と
の
間
に
は
一
定
の
呼
応
関
係

が
あ
る

(

な
お
古
代
原
子
論
と
は
異
な
り
、
こ
の
粒
子
は
説
明
モ
デ

ル
と
み
な
し
う
る)

。

(

11)
｢

物
体
の
存
在
証
明｣

を
、
最
初
の
感
覚
の
懐
疑
の
解
除
と
み
な

し
、
最
終
的
に
、
精
神
の
外
側
の
外
的
物
体
世
界
の

｢

実
在

(

上
述

の
日
常
用
法
の
意
味)｣

を
認
め
、
知
覚
像
と
外
的
物
体
世
界
の
対

応
一
致
を
認
め
た
、
と
す
る
解
釈
も
少
な
く
な
い
。

(

12)
c
f.

山
田
弘
明

『

真
理
の
形
而
上
学』

第
一
章

(

世
界
思
想
社)

は
、〈
思
惟
と
対
象
の
一
致
〉
と
い
う
伝
統
的
真
理
観
に
対
す
る
デ

カ
ル
ト
自
身
の
見
解
は
、｢

そ
れ
は
真
理
と
い
う

｢

言
葉

[

の
意
味]

が
分
か
ら
な
い
人｣

に
対
す
る
形
式
的
説
明
に
す
ぎ
な
い｣

と
い
う

も
の
で
あ
り

(
c
f.

A
T

.Ⅱ
.597)

、｢

デ
カ
ル
ト
は
対
応
説
に
与
し

て
い
な
い｣

と
す
る
。c

f.

拙
論

｢

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
真
理
規
準

プ
ラ
ト
ン
の
相
対
主
義
批
判
を
参
考
に
し
て

｣
『

哲
学』

(

日
本
哲
学
会
編)

一
九
九
七
年
、h

ttp
:/

/
p

h
ilo

s
o

p
h

y
-ja

p
a

n
.

o
rg

/
ja

/
m

a
g

a
z
in

e
/

な
お

｢

感
覚
の
懐
疑｣

以
降
は
本
論
に
お

い
て
修
正
し
た
。c

f.
P

ri.1§
71

,
§

72
,
§

73
｢(

こ
の
よ
う
な
考

え
方
は)

幼
年
期
の
先
入
見
で
あ
り
、
全
て
の
誤
り
の
第
一
で
主
要

な
原
因
だ｣

。
そ
の
他
、M

e
d

.3
.Ⅶ

.
p

.37

�9

な
ど
。
こ
の
よ
う
な

素
朴
実
在
論
と
真
理
対
応
説
を
支
持
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
で
よ
い

の
で
、〈
無
垢
な
る
事
実
〉
の
具
体
例
を
提
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

13)
｢

最
も
単
純
で
極
め
て
普
遍
的
な
こ
と
だ
け
を
扱
い
、
そ
れ
ら
が

事
物
の
自
然
本
性
に
属
す
る
か
否
かu

tru
m

e
a

e
s
in

t
in

re
ru

m

n
a

tu
ra

n
e
c
n

e
,

を
ほ
と
ん
ど
気
に
し
な
い
学
問
は
、
何
か
確
実
で

疑
い
え
な
い
こ
と
を
含
ん
で
い
る
、A

T
.Ⅶ

.20｣

。
数
学
や
論
理
学

は
、
数
学
規
則
と
論
理
規
則
が
不
変
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と

し
て
、
そ
れ
ら
が
永
遠
不
変
な
も
の
か
、
人
為
的
で
可
変
的
な
も
の

か
、
と
は
問
わ
な
い
学
問
だ
と
言
え
る
。c

f.
L

u
c
r.

藤
澤
令
夫
解
説
、

四
五
四
頁

｢

事
物
の
本
性
に
つ
い
て

(
D

e
R

e
ru

m
N

e
tu

ra
)｣

と

い
う
ラ
テ
ン
語
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の

｢

ピ
ュ
シ
ス

(

本
性
・
自
然)

に
つ
い
て｣

(
�
���

���
��

� )

を
直
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
初
期
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
、
そ
う
い
う
宇
宙
論
や
自
然
哲
学
的
な
労

作
に
対
し
て
、
慣
用
的
に
付
さ
れ
て
き
た
題
名
で
あ
る
…
そ
れ
ら
の

労
作
は
、
自
然
・
万
有
に
関
す
る
人
間
の
学
問
的
探
究
の
歴
史
を
か

26

Hosei University Repository



た
ち
づ
く
り
、
や
が
て
後
に
、
近
世
以
降
の
哲
学
と
自
然
科
学
に
よ
っ

て
承
け
つ
が
れ
て
行
く｣

。c
f.

エ
リ
ザ
ベ
ト
宛
一
六
四
五
年
八
月
十

八
日

｢

セ
ネ
カ
は
、re

ru
m

n
a

tu
ra

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
世
の

全
て
の
も
の
に
お
い
て
神
が
う
ち
た
て
た
秩
序
を
意
味
し
て
い
る｣

(

14)
｢

古
い
意
見v

e
tu

s
o

p
in

io
｣

と
は
、
内
容
か
ら
し
て
、
プ
ラ
ト

ン
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
学
説
の
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
。c

f.
P

la
t.

S
y

m
.204

a

�

b
,

R
e
p

.522
c

�

533
c
,

S
o

p
h

.265

�

266

。｢

神
々
か
ら
死
す
べ
き
も
の
ど
も
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
哲
学

ほ
ど
大
き
な
善
は
な
い｣

T
im

.47
b

。

(

15)
｢

同
一
の
も
の
が
同
時
に
在
り
、
か
つ
在
ら
ぬ
こ
と
は
不
可
能
で

あ
るim

p
o

s
s
ib

ile
e
s
s
e
,

u
t

u
n

a
e
a

d
e
m

q
u

e
re

s
s
im

u
l

s
it

&

n
o

n
s
it｣

と
い
う
か
の
大
原
理
、
即
ち
全
て
の
認
識
が
そ
れ
に
還

元
さ
れ
そ
れ
に
帰
着
す
る
土
台
に
な
っ
て
い
る
原
理｣

c
f.
『

真
理
の

探
究』

A
T

.Ⅹ
.
522

。
最
近
の
研
究
に
従
っ
て
こ
の
著
作
の
執
筆
は

一
六
三
五
年
以
前
と
み
な
す
。c

f.
P

ri.Ⅰ
§

49
,

邦
訳
、
訳
注
、
二

〇
三
―
二
〇
五
頁
。

(

16)
c
f.

キ
ケ
ロ

『

善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て』

(

岩
波
書
店)

三
四
〇

頁
、
兼
利
琢
也
、
解
説

｢

ギ
リ
シ
ア
語
の
原
語

(
te

lo
s)

は
、
そ

れ
以
上
に
ラ
テ
ン
語
の
訳
語
のfin

is
,

e
x

tre
m

u
m

,
u

ltim
u

m

な

ど
は
、
基
本
的
に
は

｢

究
極｣

ま
た
は

｢

終
端｣

に
す
ぎ
ず
、
目
的

に
含
意
さ
れ
る
善
の
方
向
性
に
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
書
が
繰

り
返
し
語
る
よ
う
に
、
何
を
追
求
す
る
か
は
何
を
忌
避
す
る
か
と
表

裏
一
体
で
あ
る
。
そ
の
た
め

｢

悪
の
究
極｣

が
生
じ
る｣

。c
f.

一
巻

二
九

｢

私
た
ち
が
探
究
す
る
の
は
、
諸
々
の
善
の
中
の
究
極
の
も
の
、

最
終
的
な
も
の
は
何
か

q
u

id
s
it

e
x

tre
m

u
m

e
t

u
ltim

u
m

b
o

n
o

ru
m

,

と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
ご
と

が
そ
れ
に
帰
着
し
、
し
か
し
そ
れ
自
体
は
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も

帰
着
し
な
い
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

。

(

17)
A

T
.Ⅶ

.21
,

c
f.

邦
訳
、
訳
注
一
六
七
頁
。｢

運
命fa

tu
m
｣

に
よ

る
と
は
ス
ト
ア
派
、｢

偶
然c

a
u

s
u

s｣

に
よ
る
と
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
、

｢

事
物
の
連
続
し
た
系
列c

o
n

tin
u

a
ta

re
ru

m
s
e
rie

s｣

と
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
考
え
方
。

(

18)

こ
の
個
人
の
守
護
霊g

e
n

iu
s

の
想
定
は
、
古
代
哲
学
に
由
来
す

る
ダ
イ
モ
ン
の
導
き
に
つ
い
て
の
学
説
の
再
考
で
あ
ろ
う
。c

f.

P
la

t.
T

im
.

90
a
｢

神
が
こ
れ

(

理
性)

を
神
霊

(

ダ
イ
モ
ー
ン)

と
し
て
各
人
に
与
え
た｣

、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス

『

自
省
録』

3

�6
｢

君
の
内
に
座
を
占
め
て
い
る
ダ
イ
モ
ン
よ
り
も
善
い
も
の
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る｣

な
ど
。

(

19)
D

is
.
A

T
.Ⅵ

.28
｢

よ
く
行
う
た
め
に
は
よ
く
判
断
す
る
だ
け
で

十
分｣

。c
f.

M
e
d

.4
.
A

T
.Ⅶ

.59
｢

誤
謬｣

は
有
限
な
知
性
認
識
を

無
限
な
意
志
が
超
え
る
こ
と
か
ら
起
き
る
と
さ
れ
る
。

(

20)

コ
ギ
ト
確
定
の
際
の
自
由
意
志
に
つ
い
て
、c

f.
M

e
d

.

概
要A

T
.

Ⅶ
.12

｢

精
神
は
も
ち
前
の
自
由
を
駆
使
し
てp

ro
p

ria
lib

e
rta

te

u
te

n
s｣

、P
ri.Ⅰ

§
6
,§

39

な
ど
。

(

21)

第
三
省
察
で

｢

善
な
る
こ
と
を
無
限
に
希
求
す
る
私｣

を
連
続
創

造
す
る
神
が
存
在
す
る
と
判
断
し
、
こ
の
結
論
に
達
し
た
時
の

｢

無

限
な
光
の
美
し
さ｣

に
よ
る

｢

快

(
v

o
lu

p
ta

s

満
足)｣

と
い
う
経

験
に
基
づ
い
て

｢

神
は
善
で
あ
る｣

と
確
信
す
る
。
こ
の
認
識
は
、

神
的
な
力
の
感
受
で
あ
り
、
論
理
的
考
究
過
程
の
調
和
の
美
を
眺
め

る
時
の
知
的
確
信
、
恵
ま
れ
た
閑
暇
の
中
一
筋
に
観
想
に
専
心
す
る

者
だ
け
が
知
り
う
る
清
澄
な
心
に
満
ち
る
歓
喜
と
至
福
感
、
そ
の
よ

う
な
直
知
で
あ
ろ
う
。

第
四
省
察
で
、
全
体
と
し
て
の
完
全
な
る

｢

事
物
の
総
体re

ru
m

u
n

iv
e
rs

ita
s｣

と
、
そ
の
部
分
で
あ
る
私
の
役
割
と
い
う
分
析
に
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よ
っ
て
、
私
の
誤
謬
と
神
の
善
性
と
が
調
停
さ
れ
、｢

明
晰
判
明
さ｣

が
一
般
的
な
真
理
判
定
の
規
準
と
な
る
。｢

明
晰
判
明
な
認
識｣

と

は
、
神
が
、
瞬
間
瞬
間
に
美
の
光
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
確
信
し
て
い

る
事
柄
は
、
我
々
に
と
っ
て
善
で
あ
り
真
理
で
あ
る
、
と
我
々
に
知

ら
せ
て
い
る
も
の
、
と
み
な
す
。
こ
の
真
理
判
定
規
準
は
、
コ
ギ
ト

と
神
の
存
在
以
外
の
真
理
判
別
に
使
わ
れ
る
。
即
ち
、
或
る
事
柄
を

私
が
明
晰
判
明
に
認
識
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
理
で
あ
る
、
そ
の

事
柄
は｢

真
理

(
過
去
現
在
未
来
に
お
い
て
恒
常
不
変
で
あ
る
こ
と)｣

と
い
う
集
合
の
中
に
入
れ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
判
定
規
準
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
事
柄
が
真
理
と
決
定
さ
れ
る
。

真
理
＝{

単
純
な
論
理
学
と
数
学
の
規
則
や
定
義
、
�物
体
的
事
物
は

存
在
す
る
�、
な
ど}

。
な
お
神
の
存
在
証
明
と
こ
の
判
定
規
準
に
つ

い
て

｢

デ
カ
ル
ト
の
循
環｣

と
さ
れ
る
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本

論
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。

(

22)
｢

私
の
原
理
か
ら
引
き
出
し
う
る
成
果｣
と
し
て

｢

真
理
の
与
え

る
持
続
的
で
堅
固
な
満
足｣

、
ま
た

｢

真
理
は
極
め
て
明
晰
確
実
な

の
で
、
論
争
の
種
を
除
去
し
て
、
人
々
の
心
を
穏
や
か
に
す
る｣

と

述
べ
る
。c

f.
P

ri.

仏
訳
序
文
、A

T
.Ⅸ

�2.
17

�8.
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