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一
、

序

ヘ

へ

こ

の
小

論

の
目

的

は

、

デ

カ

ル
ト

が

理

解

し

て

い
た

人

間

と

は

何

か

を

示

す

こ
と

で
あ

る

。

我

々
は

、

そ

の
為

に
、

晩

年

の
デ

カ

ル
ト

　ユ
　

が
若
き
弟
子
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
王
女
に
捧
げ
た
《
情
念
論
》
　

に
於
て
提
起
さ
れ
て
い
る
彼

の
理
想
的
人
間
像

即
ち

「
高
遇
の
人
」
を
手
懸
り
と
し
た
。
そ
し
て
、
高
遇
　

の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
コ
ギ
ト
、
神
、
共
同
体
の
問

　
　
　

題

に

も

触

れ
ざ

る
を

得

な

か

っ
た

。

メ

ナ

ー

ル
も

述

べ

て

い
る
如

く

、
魂

、

心
身

結

合

、
身

体

の
各

々

の
地

平

は
区

別

さ

れ

て

は

い
る
が

又

相
関

連

も
し

て

い
る

か

ら

で
あ

る

。

二
、

情

念

先

ず

、
高

遇

が

そ

の
中

に
含

ま

れ

る

と

こ
ろ

の
情

念

か

ら

検

討

し

よ

う

。

身

体

に
対

す

る

精

神

の
受

動

は

全

て
情

念

で
あ

る
が

、

デ
カ

ル
ト

が
情

念

と

い
う

の

は
、

こ

の
、

身

体

に
対

す

る
精

神

の
受

動

の
中

で

も

、

《

特

に
魂

に
関

係

ず

け

ら

れ

、

精

気

の
或

る
運

動

に
よ

っ
て
引

き

起

さ

れ

、

維

持

さ

れ

、

強

化

さ

れ

と

こ
ろ

の
魂

の
知

覚

、

感

覚

、

或

は

情

緒

で
あ

る

》

(
　

)
。

そ
し

て
、
あ

ら

ゆ

る
情

念

の
効

用

は
、

《

自

然

が
我

々
に
有

用

で
あ

る

と

教

え

た

事

柄

を

堅

持

す

る

よ
う

心

を

仕

向

け

る
、

た
だ

そ

の
こ
と

に
存

し

て

い
る
》

(
　

)
。

　ヨ

　

　
　
　

さ

て
、

デ

カ

ル
ト

は
、

「
人
間

論

」

、

「
情

念

論
」

、
書

簡

、

「
哲

学

原

理
」

等

で
、

数

々

の
情

念

を

枚

挙

し

て

い
る

が
、

「
情

念

論

」

　
ら
　

で

は
、

特

に
六
つ

の
も

の
を

基

本

的
情

念
　

と

し

て
挙

げ

て

い
る

。
　

(
驚

異

)
、
　

(
愛

)

、
　

(
憎

み

)

、
　

(
欲

望

)

、
　

(
喜

び

)

、
　

(悲

し

み
)

が

そ

れ

で
あ

る

。

以

下

で
は
、

特

に

デ

カ

ル
ト
的

と
思

わ
れ

る
驚

異

と
欲
望

を

検

討

し

よ
う

。

先

ず

、
《

驚

異

》

は

、

デ

カ

ル
ト
以

前

に

こ
れ

を

情

念

に
加

え

た

も

の

が
な

く

、
デ

カ

ル
ト

の
後

の

ス
ピ

ノ
ザ

も

こ
れ
を

情

念

と

み

な
し



　　
　

ハブ
　

て
い
な

い
と

い
う
意
味
で
す
ぐ
れ
て
デ
カ
ル
ト
的
な
情
念
で
あ
る
。更
に
、
ア
ル
キ

エ
の
指
摘
し
て
い
る
如
く
、
こ
れ
が
、
情
念
論
に
先
立

三
十
年
以
前
、
若
き
デ
カ
ル
ト
が
哲
学
者
と
し
て
の
生
涯
を
始
め
る
に
あ
た

っ
て
最
初
に
出
会

っ
た
情
念

で
あ

る
と

い
う
点
で
も
意
味

深
い
情
念
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
驚
異
と
は
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
中
で
最
初
の
情
念

で
あ
る
。

情
念
論
に
よ
れ
ば
、
驚
異
と
は
《
突
然
起
る
心
の
驚
き
で
あ
り
、
ま
れ
で
異
様
に
思
わ
れ
る
対
象
を
心
を
し
て
注
意
深
く
考
察
せ
し
め

る
》

(
　

)
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
対
象
の
新
し
さ
が
評
価
さ
れ
る
の
は
た
だ
精
神
に
よ

っ
て
為
さ
れ
る

比

較

に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
驚
異
は
他
の
諸
情
念
と
同
様
身
体
と
密
接
に
関
係
す
る
と
は
云
え
、
他
の
諸
情
念
と
異

っ
て
利
害
か
ら
自
由
で

あ
り
、
た
だ
《
対
象
の
認
識
を
目
的
》

(
　

)
と
す
る
。
従

っ
て
、
こ
の
場
合
、
知
的
作
用
の
介
入
が
あ
り
、

驚
異
は

「
知
覚
の

　
　
　

　　
　

情
念
」

「
知
的
情
念
」
と
も
云
え
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
全
て
の
情
念
は

一
定
の
認
識
に
基

い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
驚
異
は
こ

れ
ら
の
情
念
の
前
提
条
件

で
あ
り
、
個
別
的
情
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
情
念
の
現
出
そ
の
も
の
と
し
て
、
諸
情
念

の
受
動
性

一
般
を
も
代

表
す
る
。

次
に
、
こ
の
驚
異
と
対
極
を
な
し
、
特
権
的
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
が
《
欲
望
》
で
あ
る
。
驚
異
を
前
提
と
し
て
生
じ
る
諸
情
念

が
我
々
を
行
動

へ
と
か
り
立
て
、
我
々
の
品
性
　

を
規
制
し
う
る
も

の
と
な
る
為
に
は
、
こ
の
欲

望
を
媒

介
と
せ
ね

ば
な
ら
な

　　

　

い

(
　

)
。
か
く
し
て
、
欲
望
は
起
動
的
情
念
　

と
云
わ
れ
る
。

こ
れ
は
作
用
の
原
理
で
あ
り
、

反
対
情

念
を
有
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
対
象
に
対
す
る
精
神
の
受
動
、
即
ち
、
精
神
に
対
す
る
対
象
の
能
動
に
外
な
ら
な

い
情
念
の
為
す
が
ま

、
に
生
き
る
と

い

う

こ
と
は
、
欲
望
が
情
念
の
為
す
が
ま
ま
に
お
も
む
く
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
欲
望
は
、
自
己
の
力
に
左
右
さ
れ

な
い
も
の
、
或
は
、
実
際
に
は
善
で
な

い
も
の
を
徒
ら
に
追

い
求
め
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
欲
望
を
刺
戟
す
る
諸
情
念
は
、

そ
れ
が
原
理
的
に
は
い
か
に
良
い
も
の
で
あ

っ
て
も
、
だ
か
ら
と
云

っ
て
常
に
良

い
も
の
で
は
な

い
。
従

っ
て
、

こ
こ
に
、
精
神
が
情
念

　

　

に
逆

っ
て
、
自
己
の
個
有
の
能
動
性
を
発
揮
す
る
余
地
が
あ
る
。
多
く
の
不
幸
は
、
欲
望
が
情
念
の
み
に
よ

っ
て
刺
戟
さ
れ
る
こ
と
か
ら



三
、
神

と

人

間

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
も
の
は
神
の
摂
理
に
よ

っ
て
永
遠
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
神

の
摂
理
は
《
必
然
》
　

で
あ

り
、

い
わ
ゆ
る
《
偶
然
》
は
我
々
の
悟
性

の
誤
り
か
ら
生
じ
た
幻
に
外
な
ら
な

い
　

。

　　
　

生
じ
る
と
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
《
虚
し
き
欲
望
》
　

を
規
制
す
る
こ
と
、
即
ち
諸
情
念
を
規
制
す
る
こ
と
、

こ
れ

が
情
念
を
享
有
し
な
が
ら
も
、
《
情
念
を
理
性
に
従
わ
せ
る
》

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
般
に
精
神
は
自
ら
が
情
念
の
支
配
者
で
あ
り

さ
え
す
れ
ば
、
情
念
を
喜
ぶ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
、
人
生
に
見
出
す
苦
し
み
、
情
念
の
引
き
起
す
禍
に
耐
え
、
そ
こ

か
ら
精
神
の
喜
び
を
引
き
出
さ
せ
る
の
も
、
こ
の
情
念
を
理
性
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
最
も
偉
大

な
精
神
と
低
俗
な
精
神

と
の
ち
が
い
は
主
と
し
て
、
低
俗
な
精
神
は
情
念
の
為
す
に
任
せ
て
・
運
命
の
順
逆
に
従

っ
て
の
み
幸
、

不
幸
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
偉

大
な
精
神
は
非
常
に
強

い
理
性
の
力
を
有
す
る
た
め
に
、
情
念
、
そ
れ
と
も
し
ば
し
ば
普
通
人
以
上

の
情
念
を
有

す
る
に
も
拘
ら
ず
、
逆

運
に
於

て
も
、
精
神

の
喜
び
は
必
ず
得
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
は
、
理
性
が
常
に
彼
に
と

っ
て
好
都
合

に
展
開
し

て
く
れ
る
よ

　め
　

う
仕
向
け
う
る
角
度
か
ら
眺
め

る
こ
と
の
出
来
な

い
程
不
吉
な
運
命
の
不
幸
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
時
と
し
て
、
最
も
悲
し
む

べ
き
、

最
も
耐
え
が
た
い
出
来
事
が
起

っ
て
も
、
心
の
中
で
は
、
あ
た
か
も
舞
台
の
上
で
演
じ
ら
れ
る
劇
を
見
る
如
く
、
喜
び
を
感
じ
る
の
で
あ

る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
情
念
を
理
性
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
教
え
る
の
が
智
慧
　

に
外
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、

情
念
を
理
性

に
従
わ
せ
る
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
精
神
が
外
界
に
対
し
て
能
動
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
智
慧
と
は
、
人
間
を
し

て
主
体

的
に
生
か
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
情
念
を
理
性
に
従
わ
せ
る
、
即
ち
《
虚
し
き
欲
望
》
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
二
つ
の

一
般
的
療
法
　

　レ

　

　
な

る
も

の
を

挙

げ

て

い
る

。

一
つ
は
、

神

の
摂

理

に

つ

い
て

の
考

察
　

で
あ

り

、

他

は

高
邁

の
精

神
　

で
あ

る
。

以

下

で

そ
れ

を

検

討

し

よ
う

。



他
方
、
高
邁

の
精
神
と
は
、
驚
異
の

一
種
で
あ
る
《
尊
重
》
と

い
う
情
念

(
　

)
が
我
々
自
身
を
対
象
と
す
る

(自
尊
)

場
合

に
生
ず
る
。

然
る
に
、

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、

自
己
を
尊
重
す
べ
き
正
当
な
理
由
を
我
々
に

与
え
う
る
も
の
は
我
々
の
中
に
唯

一
つ
し

か
な
い
。
即
ち
、
我
々
の
自
由
意
志
　

の
行
使
、

我
々
の
意
志
作
用
　

に
対
し
て
我
々
が
有
す
る
主

権
が
そ
れ

で
あ
る
。
我
々
が
正
当
に
賞
讃
さ
れ
又
批
難
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
自
由
意
志
に
甚
づ
く
行
動
に
対
し
て
の
み
で
あ

る
　

)
。
そ
し

て
高
邁

と
は
、
こ
の
こ
と
を
知

っ
て
、
こ
の
主
権
を
充
分
に
用

い
る
《
堅

い
不
断
の
決
意
》
　

を
自
己
の
中
に
感
ず
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る

(
　

)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
こ
の
自
由
意
志
は
、

絶
対
的
決
定
で
あ
る
神
の
摂
理
と
矛
盾
し
は
し
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

従

っ

て
、
神
の
摂
理
と
高
邁

の
精
神
を
検
討
す
る
前
に
、
摂
理
と
自
由
意
志

(に
対
し
て
我
々
の
有
す
る
主
権
)
の
関
係
の
問
題
が
先
立

っ
て

解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
神

の
摂
理
と
自
由
意
志

の
関
係
と
い
う

の
は
、
よ
り

一
般
的
に
表
現
す
れ
ば
、
神
と
人
間
と
の
関
係
の
こ
と
に
外
な
ら

ず
、
従

っ
て
先
ず
我
々
は
こ
の
点
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
考
え
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
為
に
は
デ
カ
ル
ト
の
神
の
存
在
証
明
を
検
討
す
る
の

が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
が
神
と
人
間

の
関
係
に
つ
い
て
神

の
存
在
証
明
に
於
け
る
程
多
弁

に
語

っ
て
い
る
の
は
外

　　

　

に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
我
々
は
こ
こ
で
は
特
に

「第
三
省
察
」
を
中
心
に
し
て
そ
れ
を
見
て
み
た

い
。

神
の
存
在
証
明
に
見
ら
れ
る
神
と
人
間
の
関
係

私
は
思
惟
す
る
。
故
に
私
は
存
在
す
る
　

。
《
私
》
と
は
何
か
。
《
思
惟
す
る
も
の
》
　

で
あ
る
、

と
デ
カ
ル
ト
は
云
う
。
で
は
、
思
惟
　

と
は
何
か
。

デ
カ
ル
ト
は
思
惟
を
二
つ
に
分
け
る
。

一
つ
は
、
事
物
の
像
の
如
き
も
の
　

で
、
或
る
事
物
を
表
象
　

し
、
本
来
こ
れ
の
み
に
観

　
と

い
う
名
辞
は
適
す
る
。



他
は
、
《
私
》
が
表
象
に
附
加
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
意
欲
　

、
感
情
　

、
或
は
判
断
　

と
い
う

形
式

の
下
に
表
象
に
附
加
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
《
私
》
の
思
惟
は
、
意
志
的
な
も
の
と
、
《
私
》

の
観
念
を
含
む
他

の
多
く
の
諸
観
念
、
即
ち
表
象
、
即
ち
事
物
の
像
か

ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
さ
し
当
り
、

こ
の
、
意
志
と
表
象
か
ら
な
る
世
界
が
、
デ
カ
ル
ト
の
出
発
点
と
な
る
世
界

で
あ
り
、
《
私
》
は
、

こ
の
思
惟
さ
れ
た
事
物

の
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ

て
い
る
。
即
ち
、
《
私
》
は
世
界
を
私
の
思
惟

の
中
に
閉
じ
込
め

て
い
る
。

さ
て
、

こ
れ
ら

の
事
物
像
、
観
念
は
、
《
私

の
外
》
　

に
於
け
る
形
相
的
、
現
実
的
存
在
を
目
指
す
。
が
し
か
し
、

コ
ギ
ト

の
《
私
》
　

は
、
懐
疑
に
よ

っ
て
、
即
ち
欺
く
神

の
想
定
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
物
を

《
思
惟
さ
れ
た
事
物
》

の
状
態
に
還
元
し

て
し
ま

っ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
の
事
物
の
《
私
の
外
》
に
於
け
る
形
相
的
、

現

実

的
存
在
は
カ
ツ
コ
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま

っ
て
お

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

り
、
《
私
の
内
》
　

と
《
私
の
外
》
と
の
つ
な
が
り
は
断
た
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
還
元
を
可
能
に
す
る
欺
く
神

の
想
定
は
根
拠
を
有
す
る
の
か
。

い
や
、
そ
れ
よ
り
も
先
ず
、

一
体
、
神
は
存
在
す

る
の
か
。

か
く
し
て
、《
私
》
が
懐
疑
の
根
拠
を
《
完
全
》
に
と
り
除
き
、《
私
の
内
》
か
ら
《
私
の
外
》
に
出
る
途
を
見
出
す
に
は
、
先
ず
、
神

は
存
在
す
る
か
ど
う
か
、次

い
で
、
も
し
存
在
す
る
と
し
て
、そ
れ
が
欺
瞞

者
で
あ
り
得
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
神
の
存
在
証
明
が
デ
カ
ル
ト
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
三
省
察
に
於
け
る
神

の
存
在
証
明
は
二
つ
の
仕
方
で
為
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
私
の
内
に
於
け
る
神

の
観
念

の
《
客
観
的
実
在
性
》
　

か
ら
神
の
存
在

へ
導
く

証
明

で
あ
り
、

他
は
、

こ
の
神

の
観
念
を
有
す
る
私

の
《
形
相
的
実
在
性
》
　

か
ら
神
の
存
在

へ
導
く
証
明

で
あ
る
。

こ
の
い
づ
れ
の
証
明
も
、
私
と
神
の
、
即
ち
、

一
般

に
被
造
物
と
し
て
の
人
間
と
創
造
者
と
し
て
の
神
の
、
同
じ
関
係
を
示
し
て
い
る

異
る
表
現
に
外
な
ら
な

い
。
以
下
、
こ
の
証
明
を
順
次
検
討
し
よ
う
。



第

一
の
証
明

デ
カ
ル
ト
に
於
て
は
、
観
念
は
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。

先
ず
、
観
念
が
思
惟

の
或
る
様
態
　

で
あ
る
限
り

で
は
、
《
観
念
の
存
在
》
と
は
、

観
念
が
そ
の
様
態

で

あ
る
と
こ
ろ
の
事
物
即
ち
思
惟
の
存
在
、
換
言
す
れ
ば
、
思
惟
す
る
も

の
　

の
形
相
的
、

現
実
的
な
実
在
性
に
外
な
ら
な

　お
　

い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
密

ロ
ウ
の
観
念
の
存
在
、
即
ち
思
惟
さ
れ
た
密

ロ
ウ
の
存
在
と
は
、
密

ロ
ウ
を
思
惟
す
る
《
私

へ

し

の
存
在
》
に
外
な
ら
な
い
。
私
の
精
神
が
密

ロ
ウ
を
目
指
す
時
、
密

ロ
ウ
を
構
成
し
て
い
る
も
の
に
私
が
向
け
る
注
意
、
志
向
性
は
私
の

精
神

の
存
在

の
仕
方
を
示
し

て
い
る
だ
け
で
、
密

ロ
ウ
の
存
在
の
仕
方
を
示
し
て
は
い
な
い
。
《
密

ロ
ウ
を
構
成
し

て
い
る
も
の
に
向
け

る
私

の
注
意

の
多
少
に
応
じ
て
》
密

ロ
ウ
は
不
完
全
で
不
分
明
で
あ
る
こ
と
も
、
明
晰

で
判
明

で
あ
る
こ
と
も
出
来
る
。
《
密

ロ
ウ
を
思

へ

ヘ

ヘ

へ

惟
し

つ
つ
私
は
在
る
》
が
こ
の
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

一
般
に
、
観
念

の
存
在
は
、
《
私
の
外
》
に
於
け
る

対
象
の
形
相
的
、
現
実
的
存
在
を
指
し
示
す
の
で
は
な
く
し
て
、

そ
れ
を
思
惟
す
る
《
私
》
の
形
相
的
、

現
実
的
存
在
だ
け
を
指
し
示

す
。
こ
の
場
合
、
思
惟
す
る
存
在
の
存
在
以
外
の
如
何
な
る
存
在
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
、
《
も
し
私
が
密

ロ

ウ
を
見
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
密

ロ
ウ
が
存
在
す
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
は
る
か
に
明
証
的
に
、
私
が
そ
れ
を
見
る
と

い
う
そ

の
こ
と
か
ら
、
私
自
身
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
が
結
果
す
る
…
…
》

(
　

)
と
い
う

の
で
あ
り
、
更
に

一
般
的
に
、
《
何
か
他

の
物
体

の
知
覚
に
寄
与
す
る

い
か
な
る
理
由
も
、
す
べ
て
同
時
に
私

の
精
神

の
本
性
を

一
層
よ
く
証
明
す
る
…
…
》

(
　

)
と
云

え
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
デ
カ
ル
ト
で
は
観
念
は
も
う

一
つ
の
観
点
か
ら
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
各
々

の
観
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
或
る
事
物
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
相
互
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
の
観
念
は
太
陽
を

示
す
こ
と
に
よ

っ
て
密

ロ
ウ
の
観
念
か
ら
自
ら
を
区
別
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
観
念
の
客
観
的
実
在
性
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
観
念

の

こ
の
表
象
内
容
の
こ
と
に
外
な
ら
な

い
。



さ
て
、
観
念
が
そ
の
表
象
内
容
に
よ
っ
て
相
互
に
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
区
別
を
生
ぜ
し
め

る
と
こ
ろ

の
も
の
、
即
ち
、
こ
の

表
象
内
容
は
何
物
か
で
あ
り
、
全
く
の
無
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
観
念

の
表
象
内
容
は
そ
れ
自
身
個

有
な
存
在
を
有
し
、
そ

の
限
り
で
、
こ
の
存
在
は
、
そ
の
観
念
が
そ
こ
に
於
て
こ
の
内
容
を
示
し

て
い
る
存
在
、
即
ち
、
私
の
思
惟

の
形
相
的
、
現
実
的
存
在

(

事
実
性
)
か
ら
異
る
の
で
あ
る
。
観
念

の
客
観
的
実
在
性
は
、
事
物
そ
の
も
の
の
形
相
的
実
在
性
で
も
な
く
、
思
惟
す
る
も
の
の
形
相
的

実
在
性
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
第
三
の
存
在
と
も
云
え
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
限
り

で
、
諸
観
念
の
客
観
的
実
在
性

の
有

つ
完
全
性

(価
値

性
)
の
比
較
と
、
こ
の
客
観
的
実
在
性

の
原
因
が
問
題
と
な
る
。
即
ち
、
諸
観
念
は
、
そ
の
完
全
性
の
相
違
に
よ

っ
て
相
互
に
価
値
の
上

下
の
関
係
を
有
し
、
従
っ

て
、
或
る
観
念
は
同
等
の
観
念
を
原
因
と
し
て
有

つ
｜

例

へ
ば
B
は
時
計
の
観
念
を

A
か
ら
聞

い
て
知

っ
て

い
る
場
合
｜

か
、
或
は
、
よ
り
上
位
の
観
念
に
含
ま
れ
る

属
性

の
観
念
は
実
体

の
観
念
に
含
ま
れ
る

と
い
う
関
係
が
あ
る
。

し
か
し
、
何
れ
の
場
合
も
、
無
際
限
に
は
遡
行
し
得
ず
、
遂
に
は
最
後

の
観
念
　

に
至
る
。
次

い
で
、
こ
の
観
念
の
客
観
的

実
在
性
は
そ
の
原
因
と
し

て
、
そ
れ
以
上
は
思
惟

の
内
に
於

て
遡
行
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
思
惟

の
外
に
於

け
る
形
相
的
実
在
性
を

必
要
と
す
る
。

客
観
的
実
在
性
は
影
像

(
　

)

で
あ
り
、
形
相
的
実
在
性
は
そ
の
原
型

(
　

)

で
あ
る
と
い
う
関
係
が
こ

こ
に
は
あ
る
。

こ
れ
は

一
種
の
存
在
論
的
上
下
関
係
で
あ
り
、
表
象
に
よ
る
存
在
、
即
ち
客
観
的
実
在
性
は
必
然
的
に
表
象
さ
れ
た
元
の

事
物
、
即
ち
、
形
相
的
実
在
性

へ
向
う
。
し
か
し
、
懐
疑
に
よ

っ
て
、
《
私
の
内
》
の
観
念
の
客
観
的
実
在
性
は
《
私
の
外
》
の
事
物
の

形
相
的
実
在
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
観
念
の
客
観
的
実
在
性
か
ら
出
発
し
て
、
如
何
に
す
れ
ば
形
相
的
実
在
性

へ
達
す
る

こ
と
が
出
来
る
か
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
れ
を
、
観
念

の
客
観
的
実
在
性
が
必
要
と
す
る
形
相
的
実
在
性
の
う
ち
、
思
惟
す
る
も
の
の
形
相
的

実
在
性
以
上
の
も
の
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
、
即
ち
、
思
神
す
る
も

の
の
形
相
的
実
在
性

の
う
ち
に
優
越
的
に
含
ま
れ
得
な

い
よ
う
な
観

念
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
果
す
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
よ
う
な
観
念
と
し
て
示
す
の
が
神
の
観
念
に

外
な
ら
な
い
。

さ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
神
と

い
う
名
の
下
に
理
解
し
て
い
る
の
は
、
当
面
、
《
或
る
無
限
に
な
る
、
独
立
な
る
、
全
智
な
る
、
そ
し
て

一



方
、
私
自
身
を
、
又
他
方
、
も
し
更
に
何
も
の
か
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

存
在
す
る
ほ
ど
の
も
の
の

一
切
を
、

創
造
し
た
と
こ
ろ
の
実

体
》

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
の
観
念
の
客
観
的
実
在
性
が
必
要
と
す
る
形
相
的
実
在
性
は
、
思
惟
す
る
も
の
と
し
て
の
私
の
形
相
的

実
在
性
に
は
、
形
相
的
に
も
優
越
的
に
も
含
ま
れ
得
な

い
か
ら
神
は
必
然
的
に
存
在
す
る
と
結
論
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
神

の
観
念
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
確
か
に
、

一
方
で
は
、
密

ロ
ウ
の
観
念
の
場
合
と
同
様
に
、
神

の
観
念
と
は
、
私
に
よ

っ
て
《
思
惟
さ
れ
た
神
》
に
外
な
ら
ず
、
こ
の
思
惟
さ
れ
た
神
の
存
在
、
即
ち
神
の
観
念
の
存
在
は
、
神
の
形
相
的
、
現
実
的
存
在
で
は

な
く
て
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
私
の
形
相
的
、
現
実
的
存
在
を
指
し
示
す
。

し
か
し
、
他
方
、
こ
の
神
の
観
念
を
そ
の
表
象
内
容
か
ら
み
る
と
ど
う
か
。
こ
の
観
点
か
ら
先
程
の
神
の
観
念
を
考
察
す
る
と
、
こ
の

神
の
観
念
｜

そ
の
核
心
は
無
限
性
と
完
全
性
｜

は
、
単
に
有
限
な
る
も
の
即
ち
《
私
》
の
否
定
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
消
極
的
な
観
念

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
私
は
疑
う
も
の
と
し
て
有
限
で
あ
る
。
も
し
神
の
観
念
が
こ
の
私
の
有
限
性
の
否
定
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
観
念
、
即
ち
、
有
限
な
る
も
の
か
ら
出
て
来
た
観
念
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
最
も
積
極
的
な
も
の
で
あ

る
べ
き
真
に
無
限
な
る

神
の
観
念
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。
真
に
無
限
な
る
も
の
の
観
念
は
真
に
無
限
な
る
も
の
か
ら
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
そ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
に
し
て
も
、
私
が
有
限
で
あ
る
と
云
え
る
為
に
は
、
私
は
何
等
か
の
仕
方
で
、
有
限
の
観
念
よ
り
も
先
に
私
の
中
に
無
限
の
観
念
を
有

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
コ
ギ
ト
の
私
が
有
限
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
疑
う
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
無
限

の
観
念
か
ら
出
発
し
て
で
あ
る
。
私
は
、
私
自
身
の
観
念
よ
り
も
先
に
、
何
等
か
の
仕
方
で
神
の
観
念
を
有
た
ね
ば
な
ら
な

い
。
《
神
の

知
覚
は
、
私
自
身
の
知
覚
よ
り
も
、

い
わ
ば

一
層
先
な
る
も
の
と
し
て
私
の
う
ち
に
あ
る
》
と
デ
カ
ル
ト
は
云

っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

先
程
の
神
の
観
念
は
、
直
ち
に
、
こ
の
、
私
自
身
の
観
念
に
先
立

つ
真
に
無
限
な
神
の
観
念
と
同
じ
で
あ
る
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
。
何
故

な
ら
、
有
限

な
私
の
思
惟

の
中
に
客
観
化
さ
れ
る
無
限
の
観
念
と
は

一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
の
証
明

し
か
し
、
こ
の
間
題
を
こ
れ
以
上
検
討
す
る
前
に
、
神
の
観
念
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
私
自
身
は
、
も
し
神
が
存
在
し
な
か

っ
た
ら
存
在



す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
即
ち
、
そ
の
う
ち
に
神
の
観
念
を
有
す
る
私
の
形
相
的
実
在
性
か
ら
神
の
存
在

へ
導
く
証
明
を
見
る
こ

と
に
し
よ
う
。

い
っ
た

い
、
思
惟
す
る
も
の
と
し
て
の
私
は
何
も
の
か
ら
出
て
来
た
の
か
。
私
自
身
か
、
そ
れ
と
も
両
親
か
、
そ
れ
と
も
何
か
他
の
神

よ
り
も
不
完
全
な
も
の
か
ら
か
。
或
は
常
に
存
在
し
た
の
か
。

私
の
原
因
が
私
自
身
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
私
の
有
す
る

一
切
の
完
全
性
の
観
念
を
、
そ
れ
故
、
神
の
観
念
を
実

現
す
る
か
ら
、
疑
う
こ

と
、
願
望
す
る
こ
と
が
な
く
、
従

っ
て
私
自
身
が
神
と
な
ろ
う
。

又
、
両
親
、
そ
の
他
神
以
外
の
も
の
が
原
因
と
し
た
場
合
、
原
因
の
う
ち
に
は
、
少
く
と
も
結
果
の
う
ち
に
と
同
じ
だ
け
の
実
在
性
が

必
要
で
あ
り
、
私
は
思
惟
す
る
も
の
、
そ
の
内
に
神
の
観
念
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
原
因
も
亦
思
惟

す
る
も
の
、
神
の
観
念

を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
再
び
こ
の
も
の
も
亦
、
そ
れ
自
身
か
ら
出
て
く
る
か
、
他
の
も
の
か
ら
出
て
く
る
か

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
自
身
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
至
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
は
私
と
創
造
者
た
る
神
と
の
因
果
の
関
係
を
他
の
被
造
物
に
よ

っ
て
媒
介
さ
せ
る

こ
と
を
き

っ
ぱ
り
と
拒

否
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
被
造
物
の
中
に
因
果
の
鎖
を
た
ど
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
、
即
ち
、
現
象
の
連
続
性

の
否
定
に
よ

っ

て
、
同
時
に
、
私
が
常
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
に
も
答
え
て
し
ま

っ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
が
《
私
》
と
神
と
の
関
係
を

こ
の
よ
う
に
直
接
的
な
も
の
と
す
る
場
合
、
用
い
ら
れ
る
論
理
が
い
わ
ゆ
る
時
間
の
不
連
続
性

(20
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と
創
造
の
連
続
性
の
理
論
で
あ
る
。
《
私
》
の
原
因
が
問
題
と
な
る
場
合
、
私
を
か

っ
て
創
造
し
た
原
因
の
み
が
問
題
で
は
な
く
て
、
私

ヘ

へ

を
現
在
保
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
原
因
が
問
題

で
あ
る
か
ら
無
限
遡
行
は
不
可
能
で
あ
る
。
《
私
の
生
涯
の
全
時

間
は
、
そ
の
何
れ
の
個

々
の
部
分
も
他
の
部
分
に
少
し
も
依
存
し
な
い
と
こ
ろ
の
無
数
の
部
分
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
少
し
前
に
存
在
し
た
と

い
う

こ
と
か
ら
、
私
が
い
ま
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
瞬
間
に
或
る
原
因
が
い
わ
ば
も
う

一
度
私
を
創
造
す
る
、
換
言

す
る
と
、
私
を
保
存
す
る
の
で
な
い
限
り
、
結
果
し
な
い
》
と
デ
カ
ル
ト
は
云
う
。
そ
し

て
、
こ
の
第
二
の
証
明

も
、
《
私
が
存
在
す
る



ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と

い
う

こ
と
、
そ
し

て
最
も
完
全
な
実
有

の
、
云

い
換
え
る
と
神
の
、
或
る

一
定
の
観
念
が
私
の
う
ち
に
あ
る
と

い
う
こ
と
、
た
だ
こ
の

こ
と
か
ら
、
神
も
又
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
明
証
的
に
論
証
さ
れ
る
》
と
結
ば
れ
る
。

以
上

で
第
三
省
察
に
於
け
る
神
の
存
在
証
明
は

一
応
終
る
の
で
あ
る
が
、
何
れ
の
証
明
に
於
て
も
、
結
局
、
問
題
は
私
は
如
何
な
る
仕

方

で
神
か
ら
神

の
観
念
を
得
た
の
か
、
神
の
観
念
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
事
に
帰
着
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
答
え
る
の
に
、
デ
カ

ル
ト
は
こ
れ
迄
と
は
違

っ
た
仕
方
、
即
ち
、
こ
れ
迄
の
如
く
、
人
間
の
側
か
ら
神
を
語
る
の
で
は
な
く
、
今
度
は
神
の
側
か
ら
人
間
を
語

る
こ
と
、
即
ち
創
造
を
語
る
こ
と
を
も

っ
て
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
云
う
。

《
神
が
私
を
創
造
す
る
に
あ
た

っ
て
、
ち
ょ
う
ど
芸
術
家
が
彼
の
作
品
に
印
し
た
自
己
の
し
る
し

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
観
念
を

私
の
う
ち
に
植
え

つ
け
た
と

い
う
こ
と
は
、
不
思
議
で
は
な
い
。
》
と
。

さ
て
、
こ
こ
に
云
わ
れ
る
如
く
、
私
の
中
に
あ
る
神
の
観
念
が
、

そ
れ
に
よ

っ
て
作
品
が
作
者
の
似
姿
を

身

に
つ
け
る

印
だ
と
す
れ

ば
、
私
の
中
に
神
の
観
念
を
置
く
こ
と
と
、
私
を
そ
の
中
に
神
の
観
念
を
有
す
る
も
の
と
し

て
創
造
す
る
こ
と
の
間
に
は
ど
れ
程
の
相
違

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
私
に
於
け
る
神
の
観
念
の
客
観
的
実
在
性
を
創
造
す
る
こ
と
と
、
そ
の
う
ち
に
神
の
観
念
を
有
す
る
存
在
の

形
相
的
実
在
性
を
創
造
す
る
こ
と
の
間
に
は
ど
れ
程
の
相
違
も
な

い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
問
題
は
存
在
の
創
造
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
観
念
は
、
そ
の
客
観
的
実
在
性
を
思
惟
す
る
も
の
の
存
在
の
中
に
し
か
有
た
な
い
し
、
又
、
こ
の
思
惟
す
る
も
の
は
、
こ
の
観
念
が

現
前
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
被
造
物
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
、
こ
こ
で
、
神
の
観
念
即
ち
思
惟
さ
れ
た
神
と
、
神
の
観
念
の
原
観
念
と
も
云
う

べ
き
も

の
を
区
別
す
べ
き

で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
は
、
先
の
引
用
に
続
け
て
次
の
様
に
述

べ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
即
ち
《

ま
た
、
こ
の
し
る
し
が

作
品
そ
の
も
の
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
が
私
を
創
造
し
た
と
い
う

こ
と
た
だ
こ
の

一
つ
の

こ
と
か
ら
、
私
が
何
等
か
の
仕
方
で
神
の
姿
と
像
り
に
従

っ
て
造
ら
れ
た
と

い
う

こ
と
、
ま
た
神

の
観
念
が
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
こ
の

像
り
が
、
私
の
私
自
身
を
知
覚
す
る
に
用
い
る
の
と
同
じ
能
力
を
も

っ
て
私
に
よ

っ
て
知
覚
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
極
あ
て
信
じ
う



る
こ
と
で
あ
る
。
》

芸
術
家
の
作
品
は
、
そ
の
作
品
に
印
さ
れ
た
署
名
に
よ

っ
て
作
者
を
指
し
示
す
ば
か
り

で
な
く
、
作
品
そ
の
も

の
に
よ

っ
て
更
に
雄
弁

に
作
者
を
明
ら
か
に
す
る
。
即
ち
、
彼
の
作
品
は
、
対
象
を
写
し
て
い
る
と
同
時
に
、

作

者

そ
れ
自
身
を
写
し

て
い
る
。
選
ば
れ
た
対

られ
ロ

象
、
対
象
の
写
さ
れ
方
、
そ
の
他
細
部
に
到
る
迄
、
ど
れ

一
つ
と
し
て
、
作
者
独
特
な
も
の
で
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
の
意
味

で
は
、
そ

れ
自
体
に
よ

っ
て
作
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
作
品
も
存
し
な
い
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
神

の

(原
)
観
念
と
は
被

造
物
と
し
て
の
思
惟
す
る
も
の
そ
の
も
の
の
中
に
在
る
、即
ち
、
思
惟
す
る
も
の
は
被
造
物
と
し
て
、
一
個

の
有
限
な
存
在
で
あ
る
と
同
時

に
神
の
被
造
物
と
し

て
、神
の
像
、
姿
と
不
可
分
で
あ
る
。勿
論
、
芸
術
家
の
作
品
が
最
も
雄
弁
に
作
者
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

と
は
云
う
も
の
の
、
作
品
を
見
て
作
者
を
云
い
当

て
る
こ
と
は
そ
れ
程
容
易

で
は
な
い
の
と
同
様
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
被
造
物
と
し
て

の
人
間
、
思
惟
す
る
も
の
の
中
に
神
の
性
質
は
隠
さ
れ
る
こ
と
な
く
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
可
能
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
又
、
こ
の
被
造
物
と
し

て
の
思
惟
す
る
も
の
の
全
て
の
作
用
の
う
ち
に
、
こ
の
神
の
性
質
が

何
等
か
の
仕
方
で
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
我

々
が
最
初
に
示
し
た
神
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
記
述
は
、
こ
の
、
神
の
原
観
念
に
つ
い

て
の
意
識
と
し
て
、
こ
の
被
造
物
な
り
の
仕
方

で
は
あ
る
が
、
そ
の
反
映
、
デ
カ
ル
ト
の
言
葉

で
云
え
ば
《
或
る

一
定
の
観
念
》
と
見
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
私
が
無
限
な
る
神
の
観
念
を
理
解
は
し

て
も
把
握
は
し
な
い

(
　

と
　

の
区
別
)
と

い
う
こ
と
、
云
い
換
え
る
と
、
神

の
う
ち
に
は
私

の
把
握
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
又
恐
ら
く
思
惟

に
よ

っ
て
は
何
等
か
触

れ
る
こ
と
す
ら
出
来
な
い
無
数

の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
有
限

で
あ
る
と
こ
ろ
の
私
に

よ
っ
て
把
握
せ
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
は
無
限
な
る
も
の
の
本
質

に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
第
三
省
察
に
は
、
神

の
原
観
念
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
識

(即
ち
客
観
化
さ
れ
た
神
の
観
念
)

の
区
別
、
及
び
、
神
の

観
念
と
被
造
物
そ
の
も
の
の
不
可
分
な
る
こ
と
の
承
認
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
先

に
引
用
し
た
如
く
、
デ
カ
ル
ト
は
創
世
紀
第
六
日
《
神

は
自
分
の
か
た
ち
に
人
を
創
造
さ
れ
た
》
と
同
じ
こ
と
を
述

べ
た
の
で
あ
ろ
う
。



ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
の
よ
う
に
、
《
私
》
は
、

一
方
で
《
神
》
の
被
造
物
と
し
て
《
無
限
》
な
る
《
神
の
真
の
観
念
》
を
負

っ
て
い
る
と
同
時
に
、
他
方

へで
、

一
個

の
《
有
限
》
な
る
、
神
の
《
被
造
物
》
で
あ
る
。

こ
の
、
人
間
の
二
重
の
性
質
、
二
重
性
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
の
人
間
論

の
中
心

で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
デ
カ
ル
ト

は
、
第
三
省
察
で
、
神

の
存
在
証
明
か
ら
始
め
て
、
後
半

で
は
神
か
ら
人
間
を
語
る
と

い
う
転
移
を
行
い
、
こ
の
人
間
観
に
至

っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
何
が
こ
の

よ
う
な
転
移
を
可
能
に
し
た
か
を
考
察
し

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
グ
イ
エ
は
次
の
如
く
述

べ
て
い
る
《
哲
学
は
、
哲
学
が
そ
の
表
現
で
あ

ヘ

へ

る
と

こ

ろ

の
、

世

界

に

つ

い

て

の

一
定

の
ヴ

ィ

ジ

ョ
ン
と

の
関

連

に
よ

っ
し

か

意

味

を

有

た

な

い
。

…

…

…

先

ず
宇

宙

や
人

間

や
神

を

注

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

視

し

、

か

っ
て

そ

れ

ら
を

見

た

こ

と
が

な

か

っ
た
如

く

そ

れ

ら

を

見

る

こ
と

に
よ

っ
て
驚
ろ

か

さ

れ

る

と

こ

ろ

の
精

神

が
在

る

。
次

い

で

　

　お
　

情

神

は

こ

の
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
を

表

現

に
移

す
為

に
説

明

を
探

究

す

る

。

こ
れ

が

言

葉

で
あ

る
…

…

》

と

。
継

起

も

並
存

も

そ

こ

に

は

な

い
と

こ
ろ

の

こ

の
ヴ

ィ

ジ

ョ
ン
を
時

間

と

空

間

の
中

に
く

り

展

げ

る

こ
と

が
哲

学

で
あ

る

。

デ

カ

ル
ト

に
於

て

、

こ
の
ヴ

ィ
ジ

ョ
ン
に

相

当

す

(21
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、

る
も
の
が
か
の
神
秘
に
満
ち
た
経
験
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
そ
の

一
つ
の
表
現
が
、
省
察
三
の
末
尾
の
言
葉

で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
そ
こ

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
《
…
…
私
は
こ
こ
で
暫
く
神
そ
の
も
の
の
観
想
の
う
ち
に
停
ま
り
、
そ
の
属
性
を
静
か
に
考
量
し
、
そ
し

て
そ
の
無
辺
な
る
光
明

の
美
を
ば
、
こ
れ
に
い
は
ば
眩
惑
せ
ら
れ
た
私
の
智
能
の
眼
の
堪
え
得
る
限
り
多
く
、
凝
視
し
、
讃
歎
し
、
崇
敬

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
お
も
う
。
…
…
》
。

以
上
の
よ
う
な
我
々
の
理
解
が
も
し
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
《
私
の
内
》
か
ら
《
私
の
外
》

へ
の
途
を
見
出
し
得
た
の

は
、
既
に
《
私
の
外
》
か
ら
《
私
の
内
》

へ
の
途
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
根
拠
に
し
て
い
る
限
り
で
可
能
で
あ

っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

さ
て
、
こ
れ
迄
の
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
神
は
創
造
者
で
あ
り
、
絶
対
的
な
主
体
で
あ
り
、
人
間

は
そ

の
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
が
神
の
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
人
間
と
神
の
観
念
が
不
可
分

で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
人
間
は
、
こ
の
神
の
観
念
即
ち
、
自
己
の
本
質
に
絶
え
ず
問
わ
れ
て

い
る
も

の
、
即
ち
、
疑



い
、
願
望
す
る
者
、
即
ち
思
惟
す
る
も
の
と
し
て
、
彼
な
り
に
こ
の
問
に
応
答
す
る
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
の
観
念
と
不
可
分
で

あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
神
の
観
念
と
直
ち
に
同
じ
で
は
な
い
有
限
者
と
し
て
、
こ
の
神
の
観
念
を
或
る

一
定
の
観
念
と
し
て
、
そ
れ
な

り
に
反
映
し
映
し
出
す
者
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
結
論
出
来
よ
う
。

さ
て
、
神
と
人
間
と
の
関
係
が
以
上
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
関
係
の
特
殊
な
表
現
と
し
て
の
神

の
摂
理
と
自
由
意
志
の
関
係

は
容
易
に
理
解
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
。

実
際
、
デ
カ
ル
ト
に
於

て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
先
ず
、
神
が
全
て
の
存
在
、
全
て
の
作
用
、
そ
れ
故
、
我

々
の
自
由
な
作
用
の
第

一
の

不
動

の
原
因
で
あ
る
と
い
う
、
神
の
絶
対
的
主
体
性

の
承
認
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、

世
界
に
何
か

神
に
由

来
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
神
は
完
全
と
は
云
え
な
い
し
、
神
を
最
も
完
全
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
神
の
存
在
を
証
明
出
来
な
い
と
い
う
こ

　あ

ね

と
は
我
々
の
見
て
来
た
如
く
で
あ
る
。
人
間
の
精
神
の
中
に
は
、
神
が
望
ま
な
い
よ
う
な
、
ま
た
決
し
て
望
ま
な
か

っ
た
よ
う
な
極
く
僅

　ふ
　

か
の
思
念
も
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

　　
　

こ

の
よ

う

に
、

デ

カ

ル
ト

は

一
方

で
神

の
絶

対

的

決

定

を

認

め

る
。

　お
　

で
は
こ
の
神
の
絶
対
的
決
定
と
人
間
の
意
志
の
自
由
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
。

ゑ
　

神
の
絶
対
的
決
定
は

「
注
意
」
と
い
う
形
で
人
間
に
現
わ
れ
る
。
神
は
人
間
の
精
神
を

一
定
の
方
向

へ
注
意
せ
し
め
る
。
こ
の
《
注
意

せ
る
精
神
》
が
対
象
を
し
て
精
神
に
現
象
せ
し
め
る
。
こ
の
注
意
せ
る
精
神
に
現
わ
れ
る
対
象
は
明
晰
判
明
で
あ
り
、
意
志
は
こ
れ
を
肯

　　

　

定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
意
志
の
中
な
る
大

い
な
る
傾
向
性
が
悟
性
の
中
な
る
大
い
な
る
明
晰
性

に
従
う
と
い
う
こ
の
不
可
避
的
同
意

の
傾

　　
　

向
性

こ
れ
は
外
的
対
象
に
よ
る
強
制
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
《
自
発
的
》

で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
、

こ
の
自
発
的
傾
向
性
が

強
け
れ
ば
強
い
だ
け
増
々
自
由
で
あ
る
と
い
う
。
精
神
が
対
象
を
明
晰
に
見
な
い
場
合
、
い
わ
ゆ
る
無
関
心
の
状
態
は
程
度

の
低

い
自
由

に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
自
由
と
は

「自
発
性
の
自
由
」
で
あ
り
、

神

の
決
定
に
対
し
て
は
全
く
受
動
的
で
あ
る
。

人

間
の
意
志
決
定
は
神
の
絶
対
的
決
定
の
中

で
生
じ
る
。

私
達
が
自
己
自
身
を
抽
象
的
に
考
え
る
場
合
に
は
、

自
由
意
志
が
独
立
し
た
も



の
で
あ
る
と
信
じ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
実
際
は
我
々
の
自
由
意
志
も
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
同
様
神
に
依
存
し
神
を
免
れ
る
こ
と
は
出

　お
　

来
な
い
。
《
我

々
が
我

々
の
内
部

で
経
験
す
る
自
立
》
は
神

へ
の
従
属
と
両
立
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
神
に
対
し

て
は
全
く

ま
　

受
動
的
な
人
間
の
意
志
、

こ
の
自
発
的
自
由

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
意
志
は
、
し
か
し
、
同
時
に
外
的
対
象
に
対
し

て
は
相
互
作
用
の
中
に

あ
り
、
相
対
的
独
立
性
、
相
対
的
能
動
性
、
従

っ
て
神
の
絶
対
的
主
体
性
と
対
比
す
れ
ば
相
対
的
主
体
性
を
有

っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で

自
律
性
の
自
由
を
有
す
る
。

高
邁

が
感
じ
ら
れ
る
場
合
の
、
意
志

に
対
す
る
主
権
を
充
分
に
用
い
る
《
堅
い
不
断
の
決
意
》
も
、
他
の
全
て
の
も
の
と
同
様
、
そ
れ

故
、
神
の
摂
理
と
い
う
必
然
性
の
中
で
生
じ
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
悟
性
が
知
り
得
た
最
善
を
果
し
た
後
で
は
、
全
て
は
神
の
摂
理
に
よ

っ
て
不
可
避
で
あ

っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
別
の
仕
方
で
は
起
り
得
な
か

っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

高
邁
と
は
、
神
の
こ
の
摂
理
、
絶
対
的
決
定
の
中
で
為
さ
れ
る
人
間

の
自
己
決
定
を
《
自
ら
感
ず
》
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
我
々
は
先
に
、
高
邁

と
は
驚
異
の

一
種

で
あ
る
尊
重
が
自
己
自
身
に
関
係
ず
け
ら
れ
る
場
合
に
生
ず
る
と
述

べ
た
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
、
明
ら
か
に
対
象
の
転
換
、
従

っ
て
又
、
注
意
の
転
換
が
あ
る
。
即
ち
、
《
心
の
驚
き
》
の
対
象
が
外

の
も
の
か
ら
内
な
る
も

の
、
即
ち
自
己
自
身
、
即
ち
、
神
の
摂
理
と
不
可
分
の
自
由
意
志

へ
と
移

っ
て
い
る
。
心
が
驚
く
の
は
、
自
由
意
志
の
相
対
的
自
立
性
を

通
じ
て
あ
ら
わ
に
な
る
神
の
絶
対
的
決
定
、
即
ち
、
意
志
の
能
動
性
を
通
じ
て
あ
ら
わ
に
な
る
神
の
決
定
、
即
ち
、

一
般
的
に
、
人
間
を

支
え
て
い
る
神
の
恵
み
に
対
し
て
で
あ
り
、
こ
の
驚
き
は
全
く
受
動
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
又
、
同
時
に
、
神
の
摂
理
の
、

即
ち
神
の
恵
み
の
別
の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
対
象
的
世
界
に
も
正
し
く
驚
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
情
念
と
し

て
の
高

邁
の
有

つ
受
動
性
の
一
面
が
こ
こ
に
存
す
る
。
ア
ル
キ

エ
が
指
摘
し
て
い
る
如
く
、

こ
の
よ
う
な
驚
き
が
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
者
と
し
て
の

経
験
の
出
発
点
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
も

こ
の
驚
き
が
先
ず
存
在
し
、
そ
の
展
開
が
彼

の
形
而
上
学

で
あ
り
、
又
自
然

学
で
あ

っ
た
と
云
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

と

こ
ろ
で
、
神

の
摂
理
の
中

で
の
意
志

の
決
意
そ
の
も
の
は
、
情
念
と
し
て
の
高
邁

と
直
ち
に
同
じ
で
は
な
い
。
情
念
と
し
て
の
高
通



は

こ

の
決

意

に
伴

う

感

情

で
あ

る

。

そ

し

て
、

こ

の
決

意

は

、

心

の
中

で
習
慣

化

さ

れ

、

《

高
邁

の
徳

》

を

生

み

出

す

。
従

っ
て
、
高
邁

と

は
心

の
情

念

で
あ

る

と
共

に

又
徳

で
も

あ

る

。

一
般

に
、

デ

カ

ル
ト

で
は

、

「
徳

」

(
　

)

と

呼

ば

れ

て

い
る

の
は

心

の
中

の
習

　あ

　

慣

(
　

)
(
　

)
で
あ
る
。
し
か
る
に
《
注
意
》
は
絶
え
ず
同

一
の
事
柄
に
向
う
こ
と
が
出
来

な
い
か
ら
、
従

っ
て
決

意
も
変
り
や
す
い
。
こ
こ
に
習
慣

の
必
要
性
が
あ
る
。
自
己
の
為
す

べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
を
理
論
的

(
　

)
に
所

有
す

る
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
実
践
的
に
も

(
　

)
所
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
　

)。

そ
し

て
、

認
識
を

確
固
た
る
習
慣
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、高
邁

の
徳
は
自
由
意
志
が
神

の
摂
理
の
中

に
正
し
く
位
置
ず
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、又
、
神
の
摂
理
に

従
う
自
由
意
志
と
は
、心
に
示
さ
れ
る
限
り

で
は
、正
し
き
認
識
に
、
即
ち
理
性
に
従
う
自
由
意
志
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
高

邁の徳
に
よ

っ
て
、我
々
は
、諸
情
念
を
理
性
に
従
わ
せ
る
と

い
う

こ
と
、即
ち
、《
虚
し
き
欲
望
》
を
規
制
す
る
と

い
う
最
初
の
希
望
は
達

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
高
邁

の
徳
こ
そ
、《
あ
ら
ゆ
る
美
徳
の
鍵
》
で
あ
り
、
諸
情
念
の
乱
れ
に
対
す
る

一
般
的
療
法
と
さ

れ
る
の
で
あ
る

(
　

)
。従

っ
て
、
こ
の
意
味

で
は
、
高
邁

は
能
動
性
を
有

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
内
に
於
け
る
受
動
、
外
に
対
す
る

　　
　

能
動
と
い
う
自
由
意
志
の
あ
り
方
と

一
致
し
て
、高
邁
を
、
形
容
矛
盾
と
も
云
え
る
が
、能
動
的
情
念
と
云

っ
て
も

よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

と

こ
ろ
で
、
こ
の
高
遇
の
徳
と
諸
情
念
の
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
理
性
的
な
意
志
と
自
然
的
な
欲
望
の
、
対
立
は
、
実
は

み
せ
か
け
で
あ
り
、
現
象
で
あ

っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
本
当
は
、
身
体
が
そ
の
精
気
に
よ

っ
て
、
他
方
、
心
が
そ
の
意
志
に
よ

っ

て
松
果
腺
の
中
に
同
時
に
刺
戟
し
よ
う
と
す
る
運
動
間
の
対
立
、
従

っ
て
、
心
身
の
対
立
を
そ
の
現
実
的
基
礎
と
し

て
い
る
。
心
を
し

て

一
般
に
矛
盾
し
た
役
割
を
演
ぜ
し
め
よ
う
と
す
る
誤
り
は
、
全
く
心
の
機
能
と
身
体
の
機
能
と
を
十
分
区
別
し
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
お
こ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
《
我
々
の
内
部
に
於

て
認
め
ら
れ
る
理
性
と
矛
盾
す
る
も
の
は
全
て
身
体
の
み
に
帰
す

べ
き
で
あ
る
》

(
　

)

そ
れ
故
、
理
性
的
意
志
が
、
欲
望
を
、
従

っ
て
諸
情
念
を
規
制
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
実
際
は
、
心
が
身
体
を
支

配
す
る
と
い
う
こ
と
に

外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
強
固
な
意
志
こ
そ
、

「高
邁

の
徳
」
に
外
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は

「
方
法
叙
説
」
に
於



四
、
個

と

共

同

体

以
上
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
デ
カ
ル
ト
は
、
理
性
的
意
志
と
欲
望
、
情
念
と
の
間
に
於
け
る
現
実

の
不
調
和
を
承
認
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
対
立
の
基
礎
と
し
て
、
精
神
と
身
体

の
対
立
を
置

い
た
。
然
る
に
、

こ
の
精
神
と
身
体
と
の
対
立
は
、
究
極

的
に
は
個
的
な
自
己
と

神
的
な
自
己
の
対
立
、
換
言
す
れ
ば
、
個
と
し
て
の
人
間
と
神
と

の
対
立
に
根
ざ
し

て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
対

立
、
不
調
和
を
克
服
す

る
も
の
と
し
て
、
神
の
摂
理
に
従
う
意
志
の
確
固
た
る
自
己
決
定
と
そ
れ
に
伴
う
感
情
と
し

て
の
高
邁

の
精

神
が

挙
げ
ら
れ
た
。

ヘ

ヘ

へ

従

っ
て
、
高
邁

の
精
神
は
、必
然
的
に
、
神
の
摂
理
の
現
わ
れ
に
外
な
ら
な
い
対
象
的
世
界
と
関
係
す
る
。
デ
カ

ル
ト
の
共
同
体
論
が
そ

れ
で
あ
る
。
《
我
々
の
各
々
は
他
人
か
ら
離
れ
た

一
個

の
人
格

で
あ
り
、
従

っ
て
、
そ
の
関
心

(利
害
)
は
他
の
人
々
と
何
等
か
の
意
味

で
区
別
さ
れ
て
は
い
る
が
、
人
は
単
独
で
存
続
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
実
際
、
人
は
宇
宙

の
諸
部
分
の

一
つ
、
更
に
く
わ
し
く
云
え

ば
、
そ
の
住
所
、
そ
の
契
約
、
そ
の
生
誕
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
こ
の
地
上
の
諸
部
分
の

一
つ
、
こ
の
国
家
、

こ
の
社
会
の
、
こ
の
家

族
の
諸
部
分
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
》

(
　

)
。
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
個
人
を

一
つ
の
共

同
体
全
体
の
部
分
を
為
す
も

の
と
し
て
そ
の
個
人
を
他

の
諸
個
人
と
共
に
共
同
責
任
あ
る
も
の
と
し
て
措
定
す
る
も
の
と
云
え
る
。
勿
論

こ
の
、
自
然
と
共
同
体

(国
家
、
社
会
、
家
族
)
に
個
人
と
い
う
三
者
の
調
和
と
統

一
、
特
に
、
家
族
や
社
会
や
国
家
と
い
う
共
同
体
と

ヘ

ヘ

ヘ

へ

個
人
と
の
調
和
と
統

一
、
従

っ
て
、
こ
の
共
同
体
を
構
成
す
る
自
由
意
志
を
有
す
る
各
人
の
統

一
の
根
底
に
は
、

神
の
摂
理

に
よ
る

統

一
、
神
の
法
に
よ
る
統

一
が
あ
る
。
即
ち
、
《
た
と
え
各
人
が
全
て
を
自
分
の
為
に
計

っ
て
、
他
人
に
対
し
て
は
如
何
な
る
仁
愛
を
有
た

な
く
て
も
、
も
し
彼
が
用
心
深
く
あ
れ
ば
、
そ
し
て
特
に
、
彼
が
習
俗
が
少
し
も
腐
敗
し
て
い
な
い
世
界
に
生
き

て
さ
え
い
れ
ば
、
彼
の

け

る

《

モ

ラ

ル

・
プ

ロ
ヴ

ィ
ゾ

ワ
ー

ル
》

か

ら

一
歩

出

て
、

エ
リ
ザ

ベ

ー

ト

に
宛

て

て
次

の
よ
う

に
書

い

て

い
る

。
《

各

人

は
自

ら

の
情

念

や

欲

望

に
よ

っ
て
脇

道

に
そ

ら

れ

る

こ
と

な

く

、

理

性

が

助

言

す

る

で
あ

ろ
う

全

て

の

こ
と

を

実

行

す

る
固

い
不
断

の
決
意

を

有

つ
こ

と

、

…

…

私

は

こ

の
決

意

の
堅

さ

こ

そ
徳

と

考

え

ね

ば

な

ら

ぬ

と

信

じ

て

い
る

》

(
　

)
。



能
力
の
許
す
全
て
の
点
に
於
て
、

一
般
に
他
人
の
為
に
努
力
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
で
あ
ろ
う
程
、
神
は
事
物

の
秩
序
を
確
立
し
、
ま
た

極
あ
て
密
接
な
社
会
に
よ

っ
て
人
間
全
体
を
結
合
し
て
い
る
》
　

)
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
如
く
、

神
の
立

て
た
秩
序
、
即
ち
、
神
の
法
。
習
俗
が
少
し
も
腐
敗
し
て
い
な
い
世
界
、
即
ち
神

の
法

の
幾
分
と
も
近
い
実
現
即
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
。
そ
れ

か
ら
現
実
、
即
ち
、
個
と
共
同
体
、
従

っ
て
諸
個
人
の
間
に
斗
争
が
存
在
す
る
社
会
と
い
う
三
つ
の
区

別

が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し

て
、
神
の
立
て
た
秩
序
に
於
て
は
、
個
と
共
同
体

の
間
に
調
和
が
存
す
る
こ
と
、
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
れ
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
、

し
か
し
、
神
の
立
て
た
法
の
幾
分
な
り
と
も
近
似
的
実
現
は
可
能
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
《
も

し
我
々
が
我
々
の
み
の

こ
と
し
か
考
え
な
い
な
ら
ば
、
我

々
に
個
有

の
諸
善
し
か
享
受
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
も
し
我
々
が
自
己
を
何
か
他

の
共
同
体

の

一
部
と
し

て
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
共
同
体
に
共
通
な
諸
善
に
あ
ず
か
る
と
同
時

に
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
我
々
に
個
有
な

諸
善
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
》

(
　
　

)
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、

こ
の
個
と
共
同
体
を
現
実
に
も
調
和
さ
せ

る
に
は
、
何
も
特
別
な
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
《
社
会

の
共
通
の
法
則
は
全
て
が
相
互
に
善
を
行
う
こ
と
、
或

は
少
く
と
も
、
悪
を
行

わ
な
い
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
則
は
、
何
人
で
あ
れ
そ
れ
に
卒
直
に
従
い
、
い
か
な
る
虚
偽
や
策
略
も

弄
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
と
は
別
の
途
に
よ

っ
て
実
利
を
追
求
す
る
人
々
よ
り
も
は
る
か
に
幸
福
で
安
全
な
人
生
を
送
る
こ
と
が
出
来
る

程
、
そ
れ
程
し

っ
か
り
し
た
基
礎
の
上
に
打
ち
た
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
》

(
　

)
と
デ
カ
ル
ト
は
云
う
の
で

あ
る
。
自
己

一
個
の
利
益
の
た
め
に
し
か
何
事
を
も
な
さ
な
い
人
々
で
も
、
も
し
用
心
す
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
他

の
人

々
と
同
様

に
他
人
の
為
に
働
き
、
力
の
及
ぶ
限
り
他
人
を

喜
ば
せ
る
こ
と
に
努
め
る
筈

で
あ
る

(
　

)
。
か
く
し
て
、
も
し
人
が
公

衆
の

一
部
、
即
ち

一
個

の
独
立
し
た
人
格
で
あ
る
と

同
時
に
全
体
か
ら
不
可
分
の
部
分
と
し
て
自
己
を

考
察
す
る
時
全
て
の
人
に
善
を

行
う
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
他
人
の
為
に
生
命

・
霊
魂
を

失
う
こ
と
も
辞
さ
な
い
英
雄
的
行
為
も

生
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
に
自
己

を
共
同
体
の

一
部
と

考
え
る
よ
う
に

な
る
の
は

《
人
が
神
を
当
然
そ
う
す

べ
き
よ
う
に

認
識
し
愛
す
る
場
合
》

(
　

)

で
あ
る
。
こ
れ
が
献
身
的
愛

(
　

)
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
人
は
自
然
に
こ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
く
よ
う
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。



　　
　

そ
し
て
、
こ
の
場
合

の
人
間
の
有

つ
、
深
い
共
同
体
的

感
情
と
し
て
、
人
間
相
互
の
間

の
聖
な
る
絆
と
し
て
考
察
さ
れ
た

友
愛
　

他
の
被
造
物
に
対
す
る
情
愛
　

が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
人
は
、
神
の
意
志
に
全
く
自
己
を
委
ね
て
、
自
己
自
身
の
関

心

(利
害
)
、
即
ち
、
自
愛
　

か
ら
解
放
さ
れ
、
神
に
喜
ば
れ
る
と
信
ず
る
こ
と
を
為
す
以
外

の
如
何
な
る
情
念
を
も
有

た
な
い

(
　

)
。
即
ち
、
人
は

《
意
志
に
よ

っ
て
神
に
完
全
に
結
合
さ
れ
て
、
神
を

極
め
て
完
全
に
愛
す
る
結
果
、
神

の
意
志
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
と
い
う
以
外
に
は
こ
の
世
に
何
も
望
ま
な
く
な
る
》

(
　

愛
に

つ
い
て
)
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
高
邁

に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
デ
カ
ル
ト
の
立
場
は
、

「
神
と
自
然
と
の
法
を
す
べ
て
否
認
し
て
、
み
ず
か
ら
法
を
作
り
、
そ
れ
に
厳
格

に
服
し
て
い
る
よ
う
な

　お
　

人

々
が

、

こ

の
世

に
存

在

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

は
、

考

え

て
み

る
と

お

か

し

な

こ
と

で
あ

る

。

」

と

い
う

パ

ス
カ

ル

の
立

場

と

共

通

す

る

も

の
が

あ

る
。

か

よ

う

に
神

の
摂

理

に
自

由

意

志

を

、
従

っ
て
自

己
を

従

わ

せ

る
《

高
邁

の
徳

》

は

、

同

時

に

そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
、

《

自

分

個

人

の

利

益

よ
り

は
、

彼

が

そ

の

一
部

で
あ

る

全
体

の
利

益

を

常

に
先

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
》

(
　

)
。
し

か
し

勿

論

、

真

に

か

く
為

す

に

は
、

理
性

に
従

っ
て
、

即

ち

《

節

度

と

思

慮

》

を

も

っ
て

で
あ

る
。

で
な

い
と

共

同

体

の

為

に

小

さ

な

善

を

得

る
だ

け

で
、

大
き

な
悪

に
身

を

曝

す

こ
と

に
な

る

か

ら

で
あ

る

。

以
上

の
よ

う

に

、
共

同

体

、
従

っ
て
、

又
他

人

の
自

由

意

志

が

位

置

ず

け

ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

一口同
遇

は

よ
り

具

休

的

な
内

容

を
得

る

。即

ち

、

高
邁

な

人

は

、

こ

の
自

由

意

志

以

外

の
も

の

に

よ

っ
て

は
自

尊

し

な

い
、

即

ち

、

己

を
高

し

と

し

な

い

の

で
あ

る

か

ら

、

自

由

意

志

以
外

の
も

の
、

例

え

ば

、

才

能

、

美

醜

、

名

誉

、

財

産

等

に

よ

っ
て
己
を

高

し

と

す

る

倣

慢

(
　

、

己

を

低

し

と

す

る

卑

屈

(
　

)

の
情

念

か
ら

解

放

さ

れ

る

。

即

ち

、
他

人
も

私

と
同

様

に
神

の
被

造

物

と

し

て
自

由

意

志

を

有

ち

、

そ

れ
を

充

分

に

活

用

し

う

る

こ
と

を

考

え

、

他

人

以

上

に
己

を

高

し

と

し

た

り

低

し

と

し

た

り

す

る

こ
と

が

な

い

。

従

っ
て
、
高

通

な

人

は

又
最

も

謙

遜



(
　

)

で
あ

る

(
　

)
。
し

か

る

に
傲

慢

な
も

の
は
普

通

最

も
卑

屈

で
も

あ

る

。

高

遇

と
傲

慢

は

正

反

対

で
あ

る
と

云

え

る

。

更

に
高
邁

な

人

は
、

自

由

意

志

に
依

存

し

な

い
も

の

は

一
切
希

求

し

な

い

か
ら

、

欲

望

や
執

着

(
　

)
、

羨

望

(
　

)
の
情

念

を

抑

制

し

、

又

す

べ
て

の
人

間

を

尊

ぶ
か

ら

、

人
間

に
対

す

る
憎

み

(
　

)
を

抑

制

す

る

。

又
、

自

ら

の
美

徳

に
対

す

る

信

頼

か

ら

、

恐

れ

(
　

)
を

抑

制

し

、

又

、

他

力

に
基

く

も

の

は
顧

み
ず

、

敵

に
害

さ

れ

た
と

考

え

る
程

敵

を

尊

し

と

し

な

い
か

ら
怒

り

(
　

)
を

抑
制

す

る

(
　

)
。

更

に
、
絶

え

ず
徳

を

追

求

す

る

も

の

が
常

に
有

つ
充

足
感

(
　

)

に
伴

わ
れ

て
、
高
邁

の

人

は
も

早

、

栄

光

を

意

に
介

し

な

い
。

以

上

の

い
く

つ
か

の

例

で
も

解

る

よ
う

に
、

高
邁

は
諸

情

念
を

規

制

し

、
従

っ
て
、
諸

徳

を
統

一
す

る

が

、

こ
の
高
邁

は

真

の
価
値

、

即

ち

、

自

由

意

志

と

、

神

の
摂

理

の
考

察

に
基

く
も

の

で
あ

っ
た

か

ら

、

本
来

全

て

の
人

に
受

け

入

れ

ら

れ

る

徳

で
あ

る

。

確

か

に

デ

カ

ル

ト

は
、

し

ば

し

ば

最

も

大

き

な

、

最

も

強

い
魂

を

《

最

も

弱

く
、

又
低

き

も

の
》

に
対

立

さ

せ

て

い
る

(
　

)
。

何
故

な

ら

、

こ

こ

に

こ

そ
生

得

の
贈

物

が

あ

る

か
ら

で
あ

る
。

又

、

《

神

が
我

々
の
肉

体

の
申

に
置

い
て

い
る

全

て

の
魂

が
皆

等

し

く
高

貴

で
強

い
も

の

で

は
な

い
と

い
う

こ
と

を

信

じ

る

こ
と

は
容

易

》

だ

か

ら

で
あ

る

。
デ

カ

ル

ト
が

大

度

(
　

)
と

い

う

用

語

よ
り

む

し

ろ
高
邁

(
　

)

と

い
う

用

語
を

え

ら

ぶ

の
は

、

良

き

生

れ

《
　

》

或

は

家
柄

(
　

)

の
役
割

を

考

え

て

の

こ
と

で
あ

る
。

し

か

し

そ
れ

に
も

拘

ら

ず

、

確

か

に
、

良

い
教

育

は

生

れ

の
諸

欠

点

を

補

う

こ
と

が

出

来

る
。

(
　

)

こ

の

こ
と

は

、

こ
れ

迄

見

て
来

た

こ
と

で
明

ら

か

で
あ

ろ
う

。

さ

て

、高
邁

と

は

以

上

の
如

く

で
あ

る

と

す

る
時

、
高
邁

の

人
を

そ

の
理

想

的

人

間
像

と

し

、
《

大

道

の

み
を

歩

き

、
大

切

な
詭

計

と

は
詭

計

を

全

然

用

い
よ

う

と

し

な

い

こ
と
》
を

生

涯

の
格
率

と

し

た
デ

カ

ル
ト

の

一
生

は

、

ま

さ

し

く
高
邁

の
人

の
そ

れ

で
あ

っ
た

と

云

え

よ

う
。
　

以
上
で
本
論
は
終
る
が
、
時
間
と
紙
数
の
制
約
も
あ

っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
人
間
論

の
概
略
し
か
示
し
得
な
か

っ
た
。
今
後
、
稿
を
新
た

に
し
て
、
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
尚
、
本
論
は
、
咋
年
十

一
月
、
西
日
本
哲
学
会
で
発
表
し
、
同
人
誌

「論
集

」
六
号
に
載
せ
た
も
の



⑱

こ
こ
で
は
特
に
第

三
省
察

を
取
り
上
げ

、
第

五
省
察

の
存

在
論
的

証
明
を
割
愛
し
た
の
は
、

一
つ
は
、

第

三
省
察

の
証
明
は
省
察

の
過
程

で
必
然
的

に
出

て
来

た
も

の
で
あ

り
、
存
在
論
的
証
明
は
そ
う
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
、

第

二
に
、
私
が
第
三
省
察

に
於

て
見

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
第

五
省
察

で
は

よ
り
容
易
に
見
出

さ
れ
る
と
い
う
理
由

か
ら

で
あ

る
。

⑲

密

ロ
ウ
の
例
は
第
二
省
察

に
あ
る
。
私
は
こ
の
例
を
、
　

が
　

で
、
太
陽

の

観
念

に

つ
い
て
為
し
て
い
る
仕
方
に
従

っ
て
展
開
し
た
。

に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

註

(以
下
　

」
で
示
す
)

・
第
四
部

、

一
九
〇
節
は
特
に
注

目
す

べ
き
も

の
で
あ

る
。

」

L
es 

passions 
de  l'am

e 
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D
escartes.

E
ssai 

sur 
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de 

D
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P.M
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T
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de l'hom
m

e 
D
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L
es 
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pass., 
art.,69. 

T
he 

philosophy 
of 

Spinoza 
H
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w
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L
a 

decouverte 
m
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D
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M
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M
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O
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D
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p•368•cf• 
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art., 

145. 

L
ettre 

a 
E

lisabeth 
.1645.9.1 

L
ettre 

a 
E
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1645.5.18. 

L
ettre 

a 
E

lisabeth. 
1645.6. 

L
ettre 
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E
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1645.5.18. 

Pass., 
art., 

145.

H
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G
ouhier

L
a 

pensee 
m

etaphysique 
de 

D
escartes.p.124.



⑳

デ
カ
ル
ト

の
自
由
論
は
、
第
四
省
察
、
書
簡
、
哲
学
原

理
等

に
於
て
展
開
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
別

に
発
表
も
し
て
い
る
の
で
、

こ

こ
で
は
結
論
だ
け
に
止
め
た
い
。

@

「
注
意
」
　

と
自
由
論
と

の
関
係

で
は
、
メ
ラ
ン
神
父
に
宛

て
た

一
六

四
四
年
、
五
月

二
日
の
書
簡
が
重
要

で
あ
る
。

ラ
ポ
ル
ト
は

こ
の
注

意
を
、プ
ト

ウ
神
父

の
　

と
関
係
さ
せ

つ
つ
デ
カ
ル
ト

の
自
由
を
必
然
性
か
ら

の
自
由

、
即
ち
自
律
的
自
由
と
解
し
て

い

る
が
、

こ
れ
は
論

理
的

に
無

理
が
あ

る
。
　

⑳

第

四
省
察

⑳
　

…
モ
ラ

ル

・
プ

ロ
ヴ

ィ
ゾ

ワ
ー

ル
か

ら

高
邁

へ
、

(論

文

集
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