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デカルト哲学におけるプロト命題解釈の帰趨

は
じ
め
に

十
七
世
紀
の
哲
学
者
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
（R

ené D
escartes, 1596 -1650

）
は
、「
も
ろ
も
ろ
の
学
問
に
お
い
て
堅
固
で
朽
ち
る
こ
と
の
な
い
も

の
」（AT. V

II, 17 , 7 -

）
1
（8

）
を
樹
立
す
る
た
め
に
「
私
」
の
存
在
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
疑
い
、
こ
の
懐
疑
の
果
て
に
お
い
て
、「
私
は
思
惟
す
る
、

ゆ
え
に
私
は
あ
る
（je pense, donc je suis /  ego cogito, ergo sum

）」（AT. V
I, 32 , 19 , V

III-1 , 7 ,8  ;  

以
下
「
コ
ギ
ト
命
題
」
と
呼
称
）
と
断

言
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ギ
ト
命
題
が
ど
の
よ
う
に
し
て
確
証
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
十
七
世
紀
よ
り
論
争
の
的
で
あ
り
続

け
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
が
解
釈
を
試
み
て
き
た
。
た
だ
し
、
第
三
節
で
後
述
す
る
近
年
興
り
つ
つ
あ
る
潮
流
を
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ
る
と
、

コ
ギ
ト
命
題
に
関
す
る
解
釈
は
半
世
紀
以
上
前
よ
り
硬
直
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ギ
ト
命
題
に
あ
り
う
る
解
釈
は
伝
統
的
に
推
論
説
と
直
観

説
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
解
釈
枠
組
み
の
ど
ち
ら
か
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
発
想
が
先
立
つ
五
十
年
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た）

2
（

。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
古
典
的
な
二
つ
の
解
釈
は
、
ど
ち
ら
も
デ
カ
ル
ト
が
「
私
は
あ
る
」
を
肯
定
す
る
ま
で
の
過
程
を
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
捉
え
損
な
っ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け
る
プ
ロ
ト
命
題
解
釈
の
帰
趨

―
直
観
説
と
推
論
説
の
限
界
―

住　

吉　

燦
史
郎
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本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
で
従
来
の
二
者
択
一
的
な
解
釈
枠
組
み
自
体
を
解
体
し
、
コ
ギ
ト
命
題
解
釈
の
際
に
求
め
ら
れ
る

事
柄
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
試
み
に
お
い
て
は
、「
私
は
あ
る
」
が
肯
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
が
も
っ
と
も
よ
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る

『
省
察
』
に
「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
記
載
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
う
言
葉
も
存
在
し
な
い
こ
と

が
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。

本
稿
は
以
下
の
流
れ
で
進
む
。
第
一
節
で
は
、
従
来
の
二
つ
の
解
釈
を
概
観
す
る
。
第
二
節
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
探
究
に
お
い
て
不
可
欠
な
事

柄
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
の
第
三
節
で
は
、『
省
察
』
の
文
言
を
も
と
に
コ
ギ
ト
命
題
解
釈
の
際
に
求
め
ら
れ
る
事
柄
を
検
討
す
る
。

第
一
節　
推
論
説
と
直
観
説

１

－

１
．
推
論
説
：
モ
ー
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
的
推
論

本
項
で
は
推
論
説
の
概
要
を
そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
解
釈
に
そ
く
し
て
確
認
し
て
い
く
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
推
論
説
の
要
点
を
一
言
で
こ
う
ま
と
め
る
。「
推
論
説
の
意
図
は
、「
私
は
存
在
す
る
」
を
推
論
に
よ
っ
て
不
可
疑
だ
と
知
ら
れ

る
真
理
と
し
て
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
不
可
疑
性
は
「
私
は
思
惟
す
る
」
の
不
可
疑
性
か
ら
推
論
さ
れ
る）

3
（

」。
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、「
エ

ル
ゴ
（
ゆ
え
に
）」
と
い
う
接
続
詞
を
媒
介
に
「
コ
ギ
ト
（
私
は
思
惟
す
る
）」
か
ら
「
ス
ム
（
私
は
あ
る
）」
が
推
論
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
推
論
を
成
り
立
た
せ
る
に
は
何
ら
か
の
大
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼
女
は
、
こ
の
推
論
の
内
部
に
は
何
ら
か
の
大
前
提
が
省
略
さ

れ
て
い
る
と
捉
え
る）

（
（

。
け
れ
ど
も
、
彼
女
自
身
も
指
摘
す
る
通
り
、
次
に
示
す
テ
ク
ス
ト
で
デ
カ
ル
ト
は
コ
ギ
ト
命
題
を
三
段
論
法
的
推
論
と
捉

え
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る）

5
（

。『
省
察
』「
第
二
答
弁
」
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
よ
う
。

誰
か
が
「
こ
の
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
、
い
う
な
ら
私
は
存
在
す
る
」
と
言
う
場
合
、
そ
の
人
は
、
存
在
を
思
惟
か
ら
三
段
論
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法
に
よ
っ
て
演
繹
す
る
の
で
は
な
く
て
、
も
の
を
あ
た
か
も
（tanquam

）
自
ず
か
ら
に
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
精
神
の
単
純
な
直
観
（sim

plici 

m
entis intuitu

）
に
よ
っ
て
認
知
す
る
［
…
］。
存
在
す
る
と
い
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
は
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
、
と
自
分

自
身
の
内
で
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
は
自
ら
の
存
在
を
知
了
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
般
的
な
命
題
を
特
殊
な
も

の
の
認
識
か
ら
か
た
ち
づ
く
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（AT. V

II, 1（0 , 20 -1（1 ,2

）

こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
は
三
段
論
法
に
よ
る
コ
ギ
ト
命
題
の
把
握
を
否
定
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
テ
ク
ス

ト
は
あ
ら
ゆ
る
推
論
の
排
除
を
示
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
テ
ク
ス
ト
の
最
後
の
一
文
に
あ
る
「
一
般
的
な
命
題
を
特
殊
な
も
の
の
認
識

か
ら
か
た
ち
づ
く
る
」
と
い
う
順
序
に
沿
っ
た
推
論
で
あ
れ
ば
、
そ
の
推
論
は
デ
カ
ル
ト
の
思
索
に
反
し
な
い
は
ず
だ
と
、
彼
女
は
考
え
る
か
ら

で
あ
る）

6
（

。
そ
こ
で
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、「
も
し
私
が
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
あ
く
ま
で
個
別
的
な
「
私
」
だ
け
に
か
ぎ
ら
れ
た

大
前
提
か
ら
コ
ギ
ト
命
題
を
推
論
す
る
と
い
う
モ
ー
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
（m

odus ponens

）
的
解
釈
を
試
み
る
。「
モ
ー
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
は

推
論
の
妥
当
な
形
式
で
あ
り
、「
第
二
省
察
」
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
語
ら
れ
た
仮
定
的
状
況
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
作
用
（cogitatio

）

か
ら
「
私
は
存
在
す
る
」
を
推
論
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ギ
ト
命
題
は
三
段
論
法
で
は
な
い
と
デ
カ
ル
ト
が
否
定
し

た
こ
と
と
、
コ
ギ
ト
命
題
を
他
の
真
理
か
ら
の
推
論
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
と
は
、
直
接
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い）

7
（

」。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン

は
、「
私
が
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
私
は
存
在
す
る
」
と
い
う
「
私
」
に
か
ぎ
ら
れ
た
個
別
的
な
原
理
に
、「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
う
不
可
疑
な
命

題
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
は
存
在
す
る
」
が
論
理
的
に
推
論
さ
れ
る
、
と
考
え
る）

8
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
推
論
説
論
者
は
、
コ
ギ
ト
命
題
を
モ
ー
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ

ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
と
コ
ギ
ト
命
題
の
推
論
的
解
釈
と
の
整
合
性
を
図
っ
て
き
た）

9
（

。
ま
た
彼
ら
は
、
上
記
の
テ
ク
ス
ト
の
「
も
の
を
あ
た
か
も
自
ず

か
ら
に
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
精
神
の
単
純
な
直
観
に
よ
っ
て
認
知
す
る
」
と
い
う
箇
所
に
お
い
て
も
、
次
の
二
つ
の
点
か
ら
推
論
説
と
矛
盾
し

な
い
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、『
精
神
指
導
の
規
則
』
第
三
、
七
、
十
一
規
則
で
は
段
階
的
な
推
論
的
把
握
も
全
体
と
し
て
は
直
観
さ
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れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
に
、
上
記
の
引
用
で
は
「
あ
た
か
も
（tanquam

）」
と
い
う
語
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
実

際
に
「
精
神
の
単
純
な
直
観
に
よ
っ
て
」
把
握
し
て
い
る
な
ら
ば
こ
の
語
は
必
要
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
推
論
説
論
者
は
、
コ
ギ
ト
命
題
は
厳
密

に
は
推
論
的
操
作
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
把
握
は
直
観
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
一
挙
に
知
ら
れ
る
た
め
に
デ
カ
ル
ト
は
「
あ
た
か
も
」

と
い
う
語
を
付
し
て
「
精
神
の
単
純
な
直
観
に
よ
っ
て
認
知
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
だ
、
と
結
論
す
る）

（1
（

。

１

－

２
．
直
観
説
：
思
惟
と
存
在
の
必
然
的
な
関
係

前
項
で
は
推
論
説
の
解
釈
指
針
を
概
観
し
た
。
こ
の
解
釈
に
対
す
る
検
討
は
後
に
行
う
と
し
て
、
本
項
で
は
伝
統
的
な
解
釈
の
も
う
一
方
で
あ

る
直
観
説
を
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
ゲ
ル
ー
の
解
釈
に
そ
く
し
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

ゲ
ル
ー
に
よ
れ
ば
、
コ
ギ
ト
命
題
は
推
論
的
形
式
か
ら
離
れ
た
「
事
実
の
確
証）

（（
（

」
で
あ
り
、「
純
粋
に
知
性
的
な
直
観）

（1
（

」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
推
論
説
の
よ
う
に
コ
ギ
ト
命
題
を
何
ら
か
の
大
前
提
に
基
づ
い
た
コ
ギ
ト
か
ら
ス
ム
へ
の
推
論
と
捉
え
る
の
で
は

な
く
、
コ
ギ
ト
も
ス
ム
も
直
観
と
い
う
作
用
の
も
と
で
一
挙
に
受
け
取
ら
れ
る
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
ゲ
ル
ー
は
、
コ
ギ
ト
命
題

は
、「
私
」
が
思
惟
す
る
際
に
偶
然
的
に
「
私
」
は
存
在
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
な
る
偶
然
的
な
事
実
の
立
言
で
も
な
い
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
私

が
事
実
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

思
惟
す
る
な
ら
ば
、
私
は
必
然
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
コ
ギ
ト
と
ス
ム
は
必
然
的
に
結
び
つ

い
て
い
る
と
ゲ
ル
ー
は
主
張
す
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
で
は
こ
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
は
何
が
担
う
の
か
。

コ
ギ
ト
と
ス
ム
の
必
然
的
結
び
つ
き
を
担
保
す
る
方
策
と
し
て
、
ゲ
ル
ー
は
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
格

率
を
挙
げ
る
。
こ
の
格
率
は
三
段
論
法
の
大
前
提
と
し
て
コ
ギ
ト
命
題
の
前
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
思
惟
と
存
在
と
が
必
然
的
か
つ
内

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

在
的
に
持
つ
関
係

4

4

4

4

4

4

4

を
単
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
線
は
直
線
な
し
に
存
在
し
う
る
が
、
そ
の
逆
は
あ
り
え
な
い
」、「
も
し
直
線
が
存

在
す
る
な
ら
ば
、
線
は
必
然
的
に
存
在
す
る
」
と
い
う
関
係
と
同
じ
関
係
が
思
惟
と
存
在
と
の
間
に
も
あ
り
、「
存
在
は
思
惟
な
し
に
知
ら
れ
う
る

と
し
て
も
、
思
惟
は
存
在
な
し
に
は
知
ら
れ
え
な
い
」、「
も
し
思
惟
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
存
在
が
あ
る
」
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
こ
と
を
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コ
ギ
ト
命
題
に
そ
く
し
て
言
う
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
う
行
為
が
事
実
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
こ
か
ら
「
私
」
は
、
思
惟
と
い
う
概
念
の
中
に
存
在
と
い
う
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
思
惟
す
る
と
い
う
行

為
が
成
立
す
る
に
は
必
然
的
に
そ
の
行
為
主
体
は
存
在
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
「
私
は
存
在
す
る
」
を
論
定
す
る
に
い
た
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、

思
惟
と
存
在
と
の
必
然
的
な
関
係
は
、
恣
意
的
な
前
提
で
は
な
く
思
惟
と
存
在
の
概
念
か
ら
た
だ
ち
に
導
き
出
さ
れ
る
関
係
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、

ひ
と
た
び
コ
ギ
ト
が
直
観
さ
れ
る
や
否
や
、
思
惟
と
存
在
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
私
の
思
惟
と
私
の
存
在
と
の
現
実
的
な

符
合
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る）

（1
（

」。
し
た
が
っ
て
、「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
格
率
は
、
思
惟
と
存
在
の
概
念

の
分
析
か
ら
自
ず
と
知
ら
れ
、「
コ
ギ
ト
命
題
の
中
に
は
、
互
い
に
補
完
す
る
必
然
性
と
事
実
と
が
不
可
分
な
仕
方
で
結
合
し
て
い
る
が
、
こ
の
二

つ
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い）

（1
（

」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
コ
ギ
ト
命
題
は
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
格
率
に
よ
っ
て
必
然
性
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の

格
率
は
、
コ
ギ
ト
命
題
の
前
に
独
立
に
確
証
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
思
惟
と
存
在
と
の
内
在
的
な
関
係
と
し
て
「
コ
ギ
ト
命
題
の
中

に
あ
る）

（1
（

」
の
だ
か
ら
、
コ
ギ
ト
命
題
は
あ
く
ま
で
事
実
と
し
て
直
観
さ
れ
、
こ
の
格
率
に
よ
っ
て
必
然
性
が
保
証
さ
れ
る
、
と
ゲ
ル
ー
は
結
論
す

る）
（1
（

。以
上
が
、
推
論
説
と
直
観
説
の
概
要
で
あ
る
。
両
解
釈
の
要
点
を
取
り
出
す
と
、
一
方
で
推
論
説
は
、
コ
ギ
ト
命
題
に
先
立
つ
大
前
提
を
認
め
、

コ
ギ
ト
命
題
を
そ
の
大
前
提
か
ら
の
推
論
と
捉
え
る
解
釈
で
あ
り
、
他
方
で
直
観
説
は
、「
私
」
が
事
実
に
お
い
て
思
惟
す
る
と
き
「
私
」
は
思
惟

と
い
う
概
念
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
た
め
、
そ
の
関
係
か
ら
自
ら
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
と
い

う
解
釈
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
コ
ギ
ト
命
題
解
釈
は
こ
の
二
つ
の
枠
組
み
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の

解
釈
は
ど
ち
ら
も
コ
ギ
ト
命
題
を
解
釈
す
る
際
に
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
視
点
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お

い
て
、
あ
る
知
見
を
確
か
な
知
と
し
て
、
す
な
わ
ち
探
究
に
用
い
う
る
知
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
事
柄
を
明
ら
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か
に
し
よ
う
。

第
二
節　
探
究
の
順
序
と
個
別
具
体
的
な
思
索
経
験

２

－

１
．「
一
般
的
な
知
見
」
の
位
置

あ
る
知
見
を
探
究
に
用
い
う
る
知
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
な
の
か
。
本
節
で
は
そ
の
こ
と
と
関
わ
る
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
確
認

す
る
。
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、『
哲
学
原
理
』
Ｉ
部
十
項
の
一
文
（
Ａ
）
で
あ
る
（
引
用
内
の
記
号
、
傍
点
は
著
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）。

［
Ａ

－

１
］
し
た
が
っ
て
私
は
、「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
、
あ
ら
ゆ
る
命
題
の
う
ち
で
、
順
序
正
し
く
哲
学

し
て
い
る
人
の
誰
も
が
出
会
う
最
初
の
最
も
確
実
な
命
題
で
あ
る
と
言
っ
た
と
き
、［
Ａ

－

２
］
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
命
題
に
先
立
っ
て

（ante ipsam

）、「
思
惟
と
は
何
か
」「
存
在
と
は
何
か
」「
確
実
性
と
は
何
か
」
と
か
、
ま
た
同
様
に
「
思
惟
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
こ
と

は
あ
り
え
な
い）

11
（

」
こ
と
な
ど
を
、
知
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
（scire oporteat

）
こ
と
を
否
定
し
は
し
な
か
っ
た
が
、［
Ａ

－

３
］
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
最
も
単
純
な
知
見
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
だ
け
で
は
存
在
し
て
い
る
も
の
の
知
識
を
現
前
さ
せ
な
い
の
で
、
私
は
こ
れ
ら
を

数
え
あ
げ
る
必
要
は
な
い
と
見
な
し
た
ま
で
で
あ
る
。（AT. V

III-1 , 8 , 8 -16

）

最
初
に
述
べ
ら
れ
る
Ａ

－

１
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
『
哲
学
原
理
』
Ｉ
部
七
項
と
同
じ
よ
う
に
、
コ
ギ
ト
命
題
を
「
最
初
の
最
も
確
実
な
命

題
」
と
確
言
す
る）

1（
（

。
こ
こ
で
「
最
初
の
」
と
い
う
語
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
コ
ギ
ト
命
題
に
先
立
つ
確
実
な
知
は
も
と
よ
り
あ
り
え

な
い
。
し
か
し
、
続
く
Ａ

－

２
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
論
者
は
、
コ
ギ
ト
命
題
の
内
部
に
は
何
ら
か
の
前
提
な
い
し
格
率
が
成
立
し
て
い
る
と
解
釈
し

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
推
論
説
論
者
は
「
も
し
私
が
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
私
は
存
在
す
る
」
等
の
前
提
が
コ
ギ
ト
命
題
に
先
立
っ
て
定
立
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し
て
い
る
と
、
他
方
で
直
観
説
論
者
は
「
思
惟
」
や
「
存
在
」
と
い
う
概
念
の
定
義
か
ら
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
格
率
に
デ
カ
ル
ト
は
気
づ
い
て
い
た
と
、
Ａ

－

２
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
解
釈
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ど
ち
ら
も
上
記
十
項
の
テ
ク
ス
ト
全
体
に
流
れ
る
文
脈
を
無
視
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
項
の
意
図

は
、
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
最
も
単
純
で
そ
れ
自
体
で
知
ら
れ
る
も
の
を
、［
ス
コ
ラ
の
］
論
理
学
に
よ
っ
て
定
義
し
よ
う
と
す
る

と
、
か
え
っ
て
不
明
瞭
に
（obscuriora

）
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
研
究
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
認
識
の
中
に
数
え
あ
げ
て
は
な
ら
な

い
」（AT. V

III-1 , 8 , art. 10
titre

）
と
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
は
定
義
に
基
づ
く
ス
コ
ラ
的
な
探
究
を
「
不
明
瞭）

11
（

」
な

認
識
に
い
た
ら
せ
る
探
究
と
捉
え
る
。
こ
の
こ
と
は
別
の
テ
ク
ス
ト
で
も
強
調
さ
れ
て
お
り
、
特
に
『
真
理
の
探
求
』
で
は
、「
そ
れ
ら
［
＝
懐
疑
、

思
惟
、
存
在
と
は
何
か
］
を
知
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
暴
力
を
ふ
る
い
迫
害
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
お
の
お
の
の
最
近
類
と
種
差
と
を
見
つ
け

だ
し
、
こ
の
両
者
か
ら
真
な
る
定
義
を
合
成
す
る
必
要
が
あ
る
、
な
ど
と
は
考
え
て
は
な
ら
な
い
」（AT. X

, 523 , 25 -28

）
と
言
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
定
義
だ
け
に
基
づ
く
探
究
の
途
に
は
進
ま
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ス
コ
ラ
の
学
者
た
ち
の
探
究
の
順
序
で
は
、
こ

れ
ら
の
知
見
す
な
わ
ち
後
で
見
る
三
つ
目
の
テ
ク
ス
ト
（
Ｃ
）
で
言
わ
れ
る
「
一
般
的
な
知
見
」
を
「
知
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
」
と
し
て

も
、
デ
カ
ル
ト
の
力
点
は
む
し
ろ
、
そ
う
い
う
認
識
を
「
数
え
あ
げ
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
Ａ

－

３
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ギ
ト
命
題
を
確
立

す
る
際
に
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
Ａ

－
２
は
ス
コ
ラ
的
な
探
究
の
順
序
に
対
す
る
一
種
の
譲
歩
的
表
現
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
の
順
序
を
歩
む
こ
と
を
Ａ

－

３

が
告
げ
て
い
る
。
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
ど
の
よ
う
な
順
序
に
基
づ
い
て
或
る
認
識
を
確
か
な
知
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
か
。
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の

は
、「
そ
れ
ら
［
＝
最
も
単
純
な
知
見
］
だ
け
で
は
存
在
し
て
い
る
も
の
の
知
識
を
現
前
さ
せ
な
い
」
と
い
う
Ａ

－

３
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
一
節
の

意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
補
助
と
な
る
テ
ク
ス
ト
を
二
つ
見
て
い
こ
う
。
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２

－

２
．
知
の
成
立
条
件

次
に
引
用
す
る
の
は
、『
哲
学
原
理
』
Ｉ
部
四
九
項
の
テ
ク
ス
ト
（
Ｂ
）
で
あ
る
。

［
Ｂ

－

１
］
こ
の
類
に
属
す
る
も
の
［
＝
共
通
の
知
見
あ
る
い
は
公
理
］
と
し
て
は
、「
同
じ
も
の
が
同
時
に
存
在
し
、
か
つ
存
在
し
な
い
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
」
と
か
、「
い
っ
た
ん
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
か
、「
思
惟
す
る
も
の
は
、
そ
れ

が
思
惟
す
る
間
、
存
在
し
な
い
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

」
と
か
な
ど
、
他
に
も
無
数
に
あ
り
、
た
し
か
に
そ
れ
ら
を
す
べ
て
列
挙
す
る
こ
と
は
容

易
に
は
で
き
な
い
。［
Ｂ

－

２
］
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
生
じ
、
い
か
な
る
先
入
見
に
よ
っ
て
も
盲
目
に
さ
れ
て
い
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

場
合

4

4

、
そ
れ
ら
は
必
ず
や
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。（AT. V

III-1 , 2（ , 1 -6 . 

強
調
は
著
者
に
よ
る
）

Ｂ

－

１
に
あ
る
よ
う
に
、「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
等
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
共
通
の
知
見
つ
ま
り
「
一
般
的
な
知

見
」
は
無
数
に
あ
る
が
、
上
記
四
九
項
の
タ
イ
ト
ル
で
は
、「
永
遠
的
な
真
理
は
こ
の
よ
う
に
数
え
あ
げ
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
必
要
は
な

い
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
一
般
的
な
知
見
」
に
対
す
る
扱
い
は
Ａ
の
テ
ク
ス
ト
と
変
わ
ら
ず
、
数
え
あ
げ
る
必
要
は
な
い
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
Ｂ

－

２
で
は
Ａ
の
テ
ク
ス
ト
と
は
反
対
に
、
こ
の
知
見
が
知
ら
れ
る
条
件
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
が
知
ら

れ
る
の
は
、「
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
が
生
じ
、
い
か
な
る
先
入
見
に
よ
っ
て
も
盲
目
に
さ
れ
て
い
な
い
場
合
」
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

「
一
般
的
な
知
見
」
は
、
感
覚
や
想
像
さ
ら
に
は
「
両
親
や
教
師
や
他
の
人
た
ち
」（AT. V, 1（6 ,6

）
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
た
先
入
見
を
排
除
す
る

だ
け
で
な
く
、
実
際
に
考
え
吟
味
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
確
か
な
知
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
他
の
箇
所
で
も
、「
精
神
は
、
こ
れ
ら
の
共

通
的
な
知
見
に
注
意
し
て
い
る
間
は
、
そ
れ
ら
の
証
明
が
真
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
確
信
す
る
」（AT. V

III-1 , 9 , 21 -22

）、「
そ
の
命
題
［
＝
思

惟
す
る
も
の
は
在
る
］
を
探
究
し
て
い
る
間
、
そ
れ
が
先
入
見
で
あ
る
と
は
言
い
え
な
い
」（AT. IX

-1 , 205 , 20 -21

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
注
意
」

し
「
探
究
」
す
る
と
い
う
実
際
の
吟
味
が
、「
一
般
的
な
知
見
」
を
確
か
な
知
と
し
て
認
識
す
る
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
か
ら
言
え
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ば
、「
こ
れ
ら
の
も
の
［
＝
懐
疑
や
思
惟
や
存
在
］
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
経
験
や
、
各
人
が
そ
れ
ら
を
吟
味
す
る
（perpendit

）
と
き
に

み
ず
か
ら
の
う
ち
に
見
い
だ
す
と
こ
ろ
の
、
意
識
す
な
わ
ち
内
的
証
言
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（AT. X

, 52（ , 

13 -17
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
知
を
い
わ
ば
探
究
に
用
い
う
る
真
の
知
と
し
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
具4

体
的
な
場
面
で
実
地
に
た
め
し
て
吟
味
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
テ
ク
ス
ト
（
Ｃ
）
で
よ
り
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い

る
た
め
、
そ
の
検
討
へ
と
移
る
こ
と
に
し
よ
う
。

２

－

３
．
個
別
具
体
的
な
思
索
経
験

次
に
引
用
す
る
の
は
、『
ビ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
の
中
に
あ
る
、『
哲
学
原
理
』
Ｉ
部
十
項
（
Ａ
の
テ
ク
ス
ト
）
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た

質
問
に
デ
カ
ル
ト
が
応
答
し
た
箇
所
（
Ｃ
）
で
あ
る
。

［
Ｃ

－

１
］「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
先
立
っ
て
、「
思
惟
す
る
も
の
は
す
べ
て
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
象
そ
の
も
の
に
即
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
前
提
は
私
の
結
論
よ
り
前
に
あ
り
、
私
の
結
論
は
そ
れ
に
基
づ
く

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、『
哲
学
原
理
』
で
著
者
は
、
こ
の
大
前
提
が
先
立
つ
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
潜
在
的
に
は
（im

plicite

）

い
つ
で
も
そ
れ
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
先
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。［
Ｃ

－

２
］
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
で
も
は
っ
き
り
と
顕
在

的
に
（expresse et explicite

）
そ
れ
が
先
立
つ
こ
と
を
私
が
認
知
し
た
り
、
自
分
の
結
論
よ
り
先
に
知
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。［
Ｃ

－
３
］
な
ぜ
な
ら
、「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
私
は
私
自
身
の
内
で
経
験
す
る
も
の
に
だ
け
私
は
注
意
を
向

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

け
て
い
る

4

4

4

4

（tantum
 attendo quod in m

e experior

）
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
「
思
惟
す
る
も
の
は
す
べ
て
あ
る
」
と
い
う
一
般
的
な

知
見
に
注
意
を
向
け
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
命
題
を
個
別
的
な
も
の
か

ら
切
り
離
さ
ず
、
個
別
的
な
も
の
の
中
で
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（AT. V, 1（7 , 9 -18 . 
強
調
は
著
者
に
よ
る
）



─ 10 ─

こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
、
デ
カ
ル
ト
は
Ｃ

－

１
に
お
い
て
「
一
般
的
な
知
見
」
の
成
立
を
認
め
な
が
ら
も
、
Ｃ

－

２
で
そ
れ
は
コ
ギ
ト
命
題
に
先

立
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
る
。
そ
の
理
由
は
、
た
し
か
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
一
般
的
な
知
見
」
が

「
潜
在
的
」
で
あ
り
「
顕
在
的
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
Ｃ

－

３
で
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
が
よ
り
根
本
的
な
理
由
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
私
自
身
の
内
で
経
験
す
る
も
の
に
だ
け
私
は
注
意
を
向
け
て
い
る
」
こ
と
、
ま
た
、「
個
別
的
な
も
の
の
中
で
考
え
て
い

る
」
こ
と
が
、
コ
ギ
ト
命
題
が
「
一
般
的
な
知
見
」
に
先
立
っ
て
知
ら
れ
る
直
接
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の

考
察
と
重
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
で
示
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
具
体
的
な
場
面
で
実
地
に
た
め
し
て
吟
味
し
た
も
の
だ
け
を
確
か
な
知
と
し

て
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
吟
味
が
こ
こ
で
は
、
個
別
的
な
も
の
を
「
私
自
身
の
う
ち
で
経
験
す
る
」
こ
と
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
吟
味
が
、
よ
り
厳
密
に
は
個
別
具
体
的
な
思
索
経
験

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
、
あ
る
認
識
を
探
究
に
用
い
う
る
知
と
し
て
受
け
入
れ
る

条
件
と
な
る
。「
懐
疑
と
は
何
か
、
思
惟
と
は
何
か
を
認
知
す
る
た
め
に
は
、
疑
っ
た
り
思
惟
し
た
り
す
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
」（AT. X

, 

52（ , 19 -21

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
実
際
に
経
験
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
残
し
て
き
た
、「
そ
れ
ら
［
＝
最
も
単
純
な
知
見
］
だ
け
で
は
存
在
し
て
い
る
も
の
の
知
識

を
現
前
さ
せ
な
い
」
と
い
う
Ａ

－
３
の
一
節
は
こ
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
一
節
で
デ
カ
ル
ト
は
、
ど
の
よ
う
な
知
見
で

あ
っ
て
も
思
索
経
験
の
実
質
を
欠
い
て
い
る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
論
理
的
に
は
確
実
だ
と
し
て
も
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
知
識
を

現
前
さ
せ
な
い
た
め
に
確
実
な
認
識
と
し
て
数
え
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
別
具
体
的
な
思
索
経
験
に
よ
っ

て
裏
打
ち
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
ま
ず
不
可
欠
な
条
件
な
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
、
論
理
的
に
確
実
か
否
か
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
実
際
に

個
別
的
に
吟
味
し
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
思
索
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
三
節　
推
論
説
と
直
観
説
を
超
え
て
―
懐
疑
経
験
の
重
要
性

３

－

１
．
コ
ギ
ト
命
題
と
プ
ロ
ト
命
題

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
個
別
具
体
的
に
経
験
し
た
認
識
の
み
を
自
身
の
探
究
に
用
い
る
知
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
こ
う
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
コ
ギ
ト
命
題
だ
け
を
見

る
か
ぎ
り
、
個
別
具
体
的
な
経
験
は
見
出
さ
れ
な
い
し
、
そ
の
必
要
は
な
い
、
と
。
実
際
、
第
一
節
で
概
観
し
た
推
論
説
な
い
し
直
観
説
で
は
、

個
別
具
体
的
な
経
験
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
な
仕
方
で
「
コ
ギ
ト
（
私
は
思
惟
す
る
）」
か
ら
「
ス
ム
（
私
は
あ
る
）」
を
確
証
す
る

方
途
が
探
究
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
コ
ギ
ト
だ
け
で
は
ス
ム
の
肯
定
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
コ
ギ
ト
命
題
の
前
に
は
何
ら
か

の
大
前
提
が
措
定
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
大
前
提
と
コ
ギ
ト
か
ら
モ
ー
ド
ゥ
ス
・
ポ
ネ
ン
ス
に
よ
っ
て
ス
ム
は
結
論
さ
れ
る
［
＝
推
論
説
］
と
、
あ

る
い
は
、「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
格
率
が
思
惟
と
存
在
と
の
間
に
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
に
、
コ
ギ
ト
が
成

立
す
る
か
ぎ
り
必
然
的
に
ス
ム
は
真
と
な
る
［
＝
直
観
説
］
と
、
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
解
釈
方
針
に
関
す
る
違
い
は
あ
れ
ど
も
、
推

論
説
と
直
観
説
は
と
も
に
コ
ギ
ト
を
経
験
性
の
含
ま
れ
な
い
端
的
な
命
題
と
捉
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
両
解
釈
に
お
け
る
コ
ギ
ト
は
、
思
惟
な

ら
ば
何
で
も
よ
い
と
い
う
仕
方
で
捉
え
ら
れ
た
無
規
定
的
・
無
内
容
的
な
思
惟
で
あ
り
、
具
体
的
・
個
別
的
な
思
惟
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
こ
そ
、
推
論
説
と
直
観
説
の
ど
ち
ら
も
が
陥
っ
て
い
る
根
本
的
な
誤
り
が
あ
る
。

コ
ギ
ト
と
ス
ム
と
い
う
二
項
だ
け
を
発
想
の
前
提
に
据
え
る
従
来
の
解
釈
は
ど
れ
も
、『
方
法
序
説
』
や
『
哲
学
原
理
』
で
の
「
私
は
思
惟
す

4

4

4

4

4

る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
コ
ギ
ト
命
題
に
し
か
着
目
せ
ず
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

解
釈
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、『
哲
学
原
理
』
の
仏
訳
に
ふ
さ
れ
た
序
文
で
、

「
形
而
上
学
の
基
礎
を
認
識
す
る
際
に
多
く
の
人
が
抱
く
困
難
を
見
越
し
、
私
は
『
省
察
』
に
て
形
而
上
学
の
主
要
な
点
を
説
明
し
よ
う
と
試
み

た
。［
…
］『
哲
学
原
理
』
Ｉ
部
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
と
同
じ
主
題
［
＝
第
一
哲
学
と
形
而
上
学
］
に
つ
い
て
書
い
た
『
省
察
』
を
あ
ら
か
じ
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め
読
む
と
よ
い
」（AT. IX

-2 , 16 , 2 -18

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
私
は
あ
る
」
と
い
う
肯
定
の
根
拠
は
む
し
ろ
『
省
察
』
に
こ
そ
見
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。
そ
し
て
、
コ
ギ
ト
命
題
の
発
出
源
を
な
し
、「
私
は
あ
る
」
が
肯
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る

『
省
察
』
で
は
こ
う
言
わ
れ
る
。

か
く
し
て
、
す
べ
て
を
十
分
に
も
十
二
分
に
も
熟
考
し
た
今
、「
私
は
あ
る
、
私
は
存
在
す
る
（ego sum

, ego existo

）」
と
い
う
こ
の
言
明

は
、
私
に
よ
っ
て
言
表
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
あ
る
い
は
精
神
に
よ
っ
て
抱
懐
さ
れ
る
た
び
ご
と
に
、
必
然
的
に
真
で
あ
る
と
最
終
的
に
論

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（AT. V

II, 25 , 10 -13

）

こ
こ
に
は
、
い
わ
ば
そ
れ
単
独
で
成
立
す
る
よ
う
な
「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
う
命
題
は
存
在
し
な
い
。
で
は
、「
私
は
あ
る
」
と
い
う
肯
定
は
何

に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
肯
定
に
は
、「
か
く
し
て
」
を
繋
ぎ
目
に
、「
す
べ
て
を
十
分
に
も
十
二
分
に
も
熟
考
し
た

今
」
と
い
う
事
柄
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
す
べ
て
を
十
分
に
も
十
二
分
に
も
熟
考
し
た
今
」
は
、
ま
さ
に
「
第
一
省
察
」

か
ら
続
く
懐
疑
の
経
験
を
含
ん
だ
今
の
状
況
を
意
味
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
状
況
を
契
機
に
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
経
験
を
梃
子
に
、「
私
は

あ
る
」
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
省
察
』
が
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
私
は
あ
る
」
と
い
う
肯
定
は
、
コ
ギ
ト

と
い
う
一
語
で
は
む
し
ろ
集
約
で
き
な
い
、
先
立
つ
省
察
経
験
全
体

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
上
記
の
『
省
察
』
の
一
文
は
個
別
具
体
的
な
思
索
経
験
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
文
は
コ
ギ
ト
命
題
の
発
出

源
を
な
す
の
だ
か
ら
、「
私
は
あ
る
」
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
全
体
を
通
じ
て
、
先
立
つ
省
察
経
験
に
基
づ
い
て
知
ら
れ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
こ
の
視
点
は
コ
ギ
ト
命
題
だ
け
を
探
究
の
対
象
に
掲
げ
た
場
合
に
は
見
え
て
こ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
従
来
の
論
者
は
こ

の
視
点
を
欠
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
視
点
が
欠
如
し
て
い
る
中
で
解
釈
を
展
開
し
た
こ
れ
ま
で
の
解
釈
は
、
次
の
根
本
的
な
誤
り
に
陥
る
こ

と
に
な
る
。
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先
で
示
し
た
よ
う
に
「
も
し
私
が
思
惟
す
る
な
ら
ば
、
私
は
存
在
す
る
」
や
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
一

般
的
な
知
見
」
は
、
個
別
具
体
的
な
経
験
に
よ
っ
て
充
填
さ
れ
る
こ
と
で
探
究
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
る
知
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

経
験
と
は
「
私
」
の
存
在
に
関
す
る
経
験
な
の
だ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
順
序
に
沿
う
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
「
一
般
的
な
知
見
」
は
「
私
は
あ

る
」
と
肯
定
さ
れ
た
後4

で
し
か
言
及
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
私
は
あ
る
」
の
肯
定
に
不
可
欠
な
「
経
験
」
と
い
う
事
柄
を
無
視
し
、
何
ら

か
の
「
一
般
的
な
知
見
」
に
依
拠
す
る
推
論
説
や
直
観
説
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
解
釈
と
し
て
誤
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
べ
き
か
。『
省
察
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
経
験
と
い
う
事
柄
を
埋
も
れ
さ
せ
な
い
よ
う
、
上
記
の

『
省
察
』
の
一
文
を
コ
ギ
ト
命
題
と
区
別
す
る
た
め
に
「
プ
ロ
ト
命
題
」
と
呼
び
、
以
下
で
プ
ロ
ト
命
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
方
途
を
検
討
し
よ

う）
11
（

。３

－

２
．
近
年
興
り
つ
つ
あ
る
潮
流

「
私
は
あ
る
」
が
肯
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
先
立
つ
経
験
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
な
経
験
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
「
私
は
あ
る
」
を
肯
定
す
る
に
い
た
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
の
補
助
と
な
る
考
え
を
推
論
説
や
直
観
説

の
考
え
か
ら
取
り
出
す
こ
と
は
原
理
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
論
者
の
中
に
お
い
て
も
、
実
質
的
に
は
プ
ロ
ト
命
題

に
―
し
た
が
っ
て
経
験
性
に
―
目
を
向
け
て
い
た
者
た
ち
が
い
る
。
以
下
、
そ
れ
を
見
て
い
こ
う
。
な
お
、
彼
ら
も
あ
く
ま
で
通
例
と
な
っ

て
い
る
「
コ
ギ
ト
命
題
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
『
省
察
』
の
「
プ
ロ
ト
命
題
」
を
指
し
、
プ
ロ
ト
命
題
だ
け

4

4

を
議
論
の

対
象
と
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
明
確
な
場
合
は
適
宜
括
弧
で
言
い
換
え
た
。

例
え
ば
、「
デ
カ
ル
ト
の
方
法
は
論
理
と
い
う
よ
り
も
精
神
の
教
育
法
で
あ
り
、
懐
疑
は
練
習
と
い
う
よ
り
も
修
行
で
あ
る）

11
（

」
と
捉
え
る
グ
イ
エ

は
、「
懐
疑
は
存
在
を
露
見
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る）

11
（

」
と
す
る
。
ま
た
、「「
第
二
省
察
」
の
コ
ギ
ト
命
題
［
＝
プ
ロ
ト
命
題
］
は
最
初
か
ら
「
私
は

存
在
す
る
」
で
あ
る）

11
（

」
と
捉
え
る
ア
ル
キ
エ
は
、「
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
か
ら
存
在
を
直
接
提
示
し
、
そ
の
後
に
初
め
て
そ
の
存
在
は
何
か
と
問
う
の
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で
あ
る）

11
（

」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
種
の
論
者
は
、
プ
ロ
ト
命
題
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、「
第
一
省
察
」
で
展
開
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
い
わ
ゆ

る
方
法
的
懐
疑

4

4

に
着
目
す
る
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
論
者
も
み
な
コ
ギ
ト
命
題
解
釈
に
先
立
っ
て
懐
疑
に
触
れ
て
お
り
、

そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
推
論
説
や
直
観
説
論
者
と
上
に
例
示
し
た
グ
イ
エ
や
ア
ル
キ
エ
ら
と
は
、
そ
の
懐
疑
の
扱

い
方
に
お
い
て
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
ポ
プ
キ
ン
は
こ
う
明
示
し
て
い
る
。「
懐
疑
の
方
法
は
認
識
の
獲
得
の
き
っ
か
け
（occa-

sion

）
と
い
う
よ
り
も
原
因
（cause

）
で
あ
る）

1（
（

」。
す
な
わ
ち
、
推
論
説
や
直
観
説
に
と
っ
て
懐
疑
の
行
程
は
、「
私
は
あ
る
」
の
不
可
疑
性
を
確

証
し
て
く
れ
る
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
い
。
事
実
、
第
一
節
で
は
懐
疑
の
事
柄
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
解

釈
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
論
者
は
、
ま
さ
に
「
懐
疑
は
存
在
を
露
見
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
」

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
者
た
ち
は
、
村
上
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
疑
い
の
道
の
重
さ
」
を
勘
案
し
、
懐
疑
か
ら
プ
ロ
ト
命
題
を
捉
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る）

11
（

。

懐
疑
に
着
目
す
る
と
い
う
こ
の
解
釈
方
針
は
近
年
再
度
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
マ
リ
オ
ン
は
二
〇
二
一
年
に
上
梓
し
た
『
デ
カ
ル
ト
の
問
題
Ⅲ

（Q
uestions C

artésiennes III

）』
第
一
章
で
懐
疑
の
働
き
の
解
明
を
試
み
、
そ
の
結
論
部
分
で
「
存
在
は
懐
疑
か
ら
直
接
や
っ
て
来
る
」
と
述
べ

る）
11
（

。
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
も
、
二
〇
〇
九
年
に
提
出
し
た
論
文
の
中
で
、「
コ
ギ
ト
命
題
［
＝
プ
ロ
ト
命
題
］
の
現
象
学
を
構
成
す
る
と
い
う
の
は
、
デ

カ
ル
ト
が
描
き
出
し
た
状
況
に
全
神
経
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
状
況
を
構
成
す
る
諸
条
件
（
誇
張
的
懐
疑
、
つ
ま
り
あ
ら

ゆ
る
確
実
性
や
あ
ら
ゆ
る
外
的
な
目
印
の
一
時
的
な
喪
失
）
を
真
剣
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、［
…
］
な
さ
れ
る
」
と
述
べ
る）

11
（

。
ま
た
、
十
七
世

紀
当
時
の
コ
ギ
ト
命
題
に
向
け
ら
れ
た
諸
々
の
批
判
を
整
理
し
た
ア
リ
ュ
ー
は
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
「
多
少
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
懐
疑
に
関
す
る

デ
カ
ル
ト
の
方
法
を
完
全
に
無
視
し
て
い
る）

11
（

」
と
総
括
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
析
を
通
じ
て
ア
リ
ュ
ー
は
、「
懐
疑
と
い
う
方
法
が
な
け
れ
ば
、

コ
ギ
ト
命
題
［
＝
プ
ロ
ト
命
題
］
は
推
論
、
そ
れ
も
凡
庸
な
推
論
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
」、「
懐
疑
と
い
う
方
法
と
コ
ギ
ト
命
題
［
＝
プ
ロ

ト
命
題
］
は
、
同
じ
運
命
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
懐
疑
を
否
定
す
る
十
七
世
紀
の
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
は
コ
ギ
ト
命
題
［
＝
プ
ロ
ト
命
題
］
も

共
に
否
定
す
る）

11
（

」
と
述
べ
、
逆
説
的
に
懐
疑
が
プ
ロ
ト
命
題
解
釈
に
寄
与
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
ト
命
題
の
解
明
に
際
し
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て
懐
疑
に
着
目
す
る
と
い
う
方
途
は
い
ま
だ
消
え
て
も
い
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
近
年
積
極
的
に
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
く
言
え

ば
十
七
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
続
い
て
き
た
解
釈
動
向
か
ら
一
歩
前
進
す
る
の
は
、
懐
疑
経
験
を
ま
さ
に
プ
ロ
ト
命
題
の
根
拠
と
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る

よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

３

－

３
．
結
び
に
代
え
て
―
探
究
の
向
か
う
先

従
来
の
解
釈
は
「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
コ
ギ
ト
命
題
だ
け
に
着
目
し
た
解
釈
で
あ
り
、
思
惟
な
ら
ば
何
で
も
よ
い
と

い
う
仕
方
で
の
無
規
定
的
・
無
内
容
的
な
「
私
は
思
惟
す
る
」
か
ら
一
般
的
に
「
私
は
あ
る
」
を
見
出
す
方
途
を
模
索
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
プ
ロ
ト
命
題
の
解
釈
に
は
、
個
別
具
体
的
な
経
験
の
側
面
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
し
て
前
項
よ
り
、
中
で
も
懐
疑
経
験
に
着
目
す
る
こ
と
が
こ
の
解
釈
の
中
核
を
担
う
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
前
項
で
挙
げ
た
論
者
に
お
い
て
も
、

ど
の
よ
う
な
意
味
で
懐
疑
経
験
が
重
要
な
の
か
は
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
実
、
懐
疑
経
験
に
基
づ
い
た
仕
方
で
「
私
は
あ
る
」
が
肯
定
さ
れ

る
ま
で
の
過
程
を
具
体
的
に
提
示
し
た
解
釈
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
何
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
残
る
紙
幅
で
は
こ
れ
以
上
の
検

討
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
か
ら
向
か
う
先
の
ポ
イ
ン
ト
の
指
摘
を
も
っ
て
本
稿
の
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

プ
ロ
ト
命
題
は
懐
疑
経
験
の
中
で
見
出
さ
れ
る
と
捉
え
る
場
合
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、「
第
一
省
察
」
の
示
す

道
程
を
デ
カ
ル
ト
と
と
も
に
辿
る
省
察
者
は
、
懐
疑
の
果
て
に
お
い
て
、「
確
実
な
も
の
は
何
も
な
い
（nihil esse certi

）」（AT. V
II, 2（ ,18

）
と

断
言
す
る
直
前
の
状
況
に
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、「
暗
闇
」（AT. V

II, 23 ,18

）
と
も
「
深
く
渦
巻
い
た
水
」（AT. V

II, 2（ ,1

）
と
も
表
現
さ
れ
る

こ
の
地
点
で
、
省
察
者
は
「
そ
れ
ゆ
え
、
私
も
な
い
（m

e non esse

）
の
で
は
な
い
か
」（AT. V

II, 25 , （ -5

）
と
思
考
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
目
の
点
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
き
、
次
な
る
梃
子
と
し
て
考
え
る
べ
き
は
、「
は
じ
め
に
」
の
註
２
で
予
告
し
た
よ
う
に
、
ヒ

ン
テ
ィ
ッ
カ
の
行
為
遂
行
説
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
の
行
為
遂
行
説
で
は
、「
私
は
存
在
し
な
い
」
と
言
表
す
る
こ
と
が
「
私

は
あ
る
」
と
い
う
肯
定
の
重
要
な
契
機
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
遂
行
説
は
半
世
紀
以
上
前
に
提
出
さ
れ
た
考
え
で
あ
り
、
す
で
に
多
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く
の
論
者
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
今
な
お
顧
み
ら
れ
ず
残
さ
れ
て
い
る
重
要
な
視
点
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
遂
行
説

の
検
討
を
次
な
る
梃
子
と
し
て
、
懐
疑
経
験
が
「
私
は
あ
る
」
と
い
う
肯
定
に
ど
う
結
び
つ
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と

な
る
。
と
は
い
え
、
解
釈
史
の
動
向
の
整
理
と
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
本
稿
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
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カ
ル
ト
『
省
察
』
の
（
共
同
作
業
に
よ
る
）
批
判
的
註
解
と
そ
の
基
本
的
諸
テ
ー
マ
の
問
題
論
的
研
究
」
一
九
八
六
年
，
八
四

－

九

五
頁 ;  L

. N
olan ed., T

he C
am

bridge D
escartes lexicon, 2016 , pp. 128 -135 .

	

な
お
、
解
釈
史
に
は
推
論
説
と
も
直
観
説
と
も
異
な
り
な
が
ら
も
有
力
な
第
三
の
解
釈
と
し
て
、
ヒ
ン
テ
ィ
ッ
カ
の
行
為
遂
行
説
が
あ
る
（J. H

intikka, 

“C
ogito, E

rgo Sum
:  Inference or Perform

ance? ”, 1962 , pp. 3 -32

）。
そ
し
て
、
第
三
節
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
行
為
遂
行
説
に
は
着
目
す
る
べ
き

重
要
な
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
遂
行
説
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
ち
推
論
説
と
直
観
説
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、



─ 19 ─

デカルト哲学におけるプロト命題解釈の帰趨

本
稿
で
は
行
為
遂
行
説
ま
で
取
り
扱
わ
な
い
。

（
3
）	 M

. D
. W

ilson, D
escartes, 1978 , p. 53 .

（
（
）	 Ibid., p. 5（ .

（
5
）	 Ibid., pp. 5（ -55 .

（
6
）	 Ibid., p. 56 .

（
7
）	 Ibid.

（
8
）	 Ibid., pp. 56 -57 .

（
9
）	 C

f. E
. M

. C
urley, D

escartes against the skeptics, 1978 , p. 80 .

（
10
）	 A

. K
enny, D

escartes : a study of his philosophy, Facsim
ile of 1968  ed., 2009 , pp. 53 -55 . C

f. H
. G

. Frankfurt, “D
escartes’s D

iscussion of his 

E
xistence in the Second M

editation”, 1966 , p. 338 .

（
11
）	 M

. G
ueroult, D

escartes selon l’ordre des raisons, tom
. II, 1953 , p. 308 .

（
12
）	 M

. G
ueroult, op. cit., tom

. I, pp. 58 -59 .

（
13
）	 M

. G
ueroult, op. cit., tom

. II, p. 309 . 

強
調
は
原
著
者
に
よ
る
。

（
1（
）	 Ibid.

（
15
）	 Ibid., pp. 309 -310 .

（
16
）	 Ibid., p. 310 .

（
17
）	 Ibid.

（
18
）	 Ibid.

（
19
）	

こ
の
種
の
解
釈
を
採
る
者
と
し
て
は
他
に
ベ
ッ
ク
や
ロ
デ
ィ
ス

－

レ
ヴ
ィ
ス
、ベ
サ
ッ
ド
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（L. J. B

eck, T
he m

etaphysics of D
escartes : 

a study of the M
editations, 1965  ;  G

. R
odis-L

ew
is, L’œ

uvre de D
escartes, 1971  ;  J.-M

. B
eyssade, L

a philosophie prem
ière de D

escartes, 1979

）。

た
だ
し
、
ベ
サ
ッ
ド
は
時
間
性
と
い
う
側
面
を
コ
ギ
ト
命
題
解
釈
に
含
め
る
が
、
本
稿
に
は
関
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
の
点
は
措
い
て
お
く
。

（
20
）	

一
六
四
七
年
の
リ
ュ
イ
ヌ
公
に
よ
る
仏
訳
で
は
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
（AT. IX

-2 , 29 , 9 -10

）。



─ 20 ─

（
21
）	

七
項
で
は
こ
う
言
わ
れ
る
。「
し
た
が
っ
て
、「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
あ
る
」
と
い
う
こ
の
認
識
は
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
う
ち
で
、
順
序
正
し

く
哲
学
し
て
い
る
人
の
誰
も
が
出
会
う
最
初
の
最
も
確
実
な
認
識
で
あ
る
」（AT. V

III-1 , 7 , 7 -9

）。

（
22
）	「
不
明
瞭
（obscure

）」
と
い
う
言
葉
は
、「
不
分
明
（confuse

）」
と
い
う
言
葉
と
合
わ
せ
て
、「
明
晰
か
つ
判
明
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

C
f. 

所
雄
章
『
デ
カ
ル
ト
『
省
察
』
訳
解
』
二
〇
〇
四
年
，
二
三
四

－

二
三
五
頁
．

（
23
）	

こ
の
知
見
は
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
格
率
の
「
よ
り
発
展
し
た
定
式
」
で
あ
り
、
ゲ
ル
ー
の
中
で
両
者
は
同
一

視
さ
れ
て
い
る
、
と
パ
リ
ア
ン
ト
は
指
摘
す
る
（J.-C

. Pariente, « P
roblèm

es logiques du C
ogito », 1987 , p. 2（8

）。

（
2（
）	 C

f.

「「
第
二
省
察
」
の
注
釈
者
た
ち
は
、『
方
法
序
説
』
や
『
哲
学
原
理
』
と
の
単
純
化
し
た
比
較
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
コ
ギ
ト
命
題
と
呼
ば

れ
て
き
た
も
の
を
対
象
と
す
る
と
き
、
通
常AT. V

II, 2（ , 19 -25 ,13  

だ
け
を
、
す
な
わ
ち
直
接
的
な
文
脈
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
断
片
で
あ
る
一
節
の
議

論
を
再
構
成
し
よ
う
す
る
」（V. C

arraud, « N
ihil esse certi, point à la ligne ?  », 2011 , p.61

）。

（
25
）	

こ
の
点
に
関
し
て
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
と
メ
ー
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
く
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。「
自
分
の
思
考
に
向
け
ら
れ
る
認
識
に
先
立

つ
べ
き
一
般
的
認
識
は
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
一
般
的
な
命
題
を
特
殊
な
も
の
の
認
識
か
ら
形
造
る
と
い
う

こ
と
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
精
神
の
本
性
で
あ
る
［
＝AT. V

II, 1（0 , 28 -1（1 ,2

］」。
経
験
が
先
に
来
る
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（D
. K

am
bouchner, D

escartes n’a 

pas dit, 2015 , pp. 65 -66

）、「
コ
ギ
ト
命
題
が
一
般
的
な
格
率
を
前
提
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
際
は
こ
の
格
率
こ
そ
が
、
見
ら
れ
る
こ
と
、
思
惟
さ

れ
る
こ
と
、
行
為
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（É

. M
ehl, « L

a question du prem
ier principe dans L

a R
echerche de la V

érité », 

1999 , p.81

）。
特
に
、
マ
リ
オ
ン
は
、
わ
れ
わ
れ
が
言
及
し
た
『
哲
学
原
理
』
Ｉ
部
十
項
と
『
ビ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
の
一
節
に
触
れ
つ
つ
、「
し
か

し
こ
の
論
理
的
な
先
行
は
、
コ
ギ
ト
命
題
と
い
う
結
論
そ
れ
自
体
が
す
で
に
現
れ
た
後
に
し
か
現
れ
な
い
」、「
コ
ギ
ト
命
題
は
、
論
理
的
な
前
提
は
許

し
て
も
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（J.-L

. M
arion, Sur la théologie blanche de D

escartes, 2
e éd., 1991 , pp. 37（ -375

）
と
述
べ

る
。C

f. J.-L
. M

arion, « M
éditation seconde », 2019 , p. 105 .

（
26
）	

コ
ギ
ト
命
題
と
プ
ロ
ト
命
題
と
の
違
い
に
言
及
す
る
論
者
は
た
し
か
に
多
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
違
い
を
表
現
上
の
差
異
と
捉
え
両
者
を
同
一

視
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
く
こ
の
違
い
が
解
釈
上
の
要
点
と
な
る
と
考
え
て
い
る
論
者
も
、
少
な
い
な
が
ら
も
存
在
す
る
。
例
え

ば
、
バ
リ
バ
ー
ル
は
「『
省
察
』
の
言
明
は
単
に
「
私
は
あ
る
、
私
は
存
在
す
る
」
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
思
惟
す
る
こ
と
（cogitare

）」
や
「
思

惟
（cogitatio

）」
を
内
的
に
媒
介
し
た
参
照
は
何
も
現
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、『
省
察
』
の
言
明
を
コ
ギ
ト
命
題
な
い
し
コ
ギ
ト
命
題
の
真
理
と
称
す
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る
の
は
、
ど
う
見
積
も
っ
て
も
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
」（É

. B
alibar, C

itoyen sujet et autres essais d’anthropologie philosophique, 2011 , p.89

）
と
、

カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
は
「
最
初
に
は
異
な
る
形
式
の
下
で
現
れ
た
一
つ
の
知
的
操
作
や
そ
の
操
作
の
結
果
を
、
後
に
な
っ
て
か
ら
要
約
さ
れ
た
形
で
指
し

示
す
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
の
筆
の
下
で
は
コ
ギ
ト
命
題
と
い
う
定
式
が
仲
立
し
て
い
る
の
だ
」（D

. K
am

bouchner, « Identification d’une pensée :  le 

C
ogito de H

intikka », 2009 , p. （12

）
と
述
べ
て
い
る
。C

f. J.-L
. M

arion, Q
uestions C

artésiennes III, 2021 , pp. 58 -59 . 

（
27
）	 H

. G
ouhier, D

escartes : essais sur le « D
iscours de la m

éthode », la m
étaphysique et la m

orale, 3
e éd., 1973 , p. 116 .

（
28
）	 H

. G
ouhier, L

a pensée m
étaphysique de D

escartes, 1962 , p. 269 .

（
29
）	 F. A

lquié, L
a découverte m

étaphysique de l’hom
m

e chez D
escartes, 1950 , p. 151 .

（
30
）	 Ibid., p. 185 .

（
31
）	 R

. H
. Popkin, T

he history of scepticism
 from

 Savonarola to B
ayle, revised and expanded ed., 2003 , p. 152 .

（
32
）	

村
上
と
キ
ャ
ロ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
、「「
直
証
説
［
＝
直
観
説
］」
と
「
推
論
説
」
と
い
う
対
立
の
も
と
で
「
私
は
あ
り
、
私
は
実
在
す
る
」
と
い
う
言
明
の

意
義
を
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
論
を
立
て
る
場
合
に
、
ど
う
し
て
も
疑
い
の
道
の
重
さ
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
」（
村
上
勝
三
『
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
成
立
』
第
二
版
，
二
〇
一
二
年
，
二
三
二
頁
）、「
懐
疑
論
と
戦
う
と
い
う
任
務
の
中
で
デ
カ
ル
ト

が
初
め
て
そ
の
価
値
を
弱
め
よ
う
と
し
た
議
論
が
ど
れ
だ
け
暫
定
的
で
―
そ
し
て
危
険
で
―
あ
ろ
う
と
も
、
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
一
時
的
で
あ

る
こ
の
最
初
の
瞬
間
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
れ
自
体
で
価
値
を
持
つ
。
―
デ
カ
ル
ト
よ
り
後
世
の
偉
大
な
人
々
が
み
な
こ
れ
を
拒
絶
す
る
と
し
て

も
」（V. C

arraud, « P
rem

ière M
éditation », 2019 , p.72

）
と
述
べ
、
懐
疑
を
無
視
し
た
プ
ロ
ト
命
題
解
釈
を
展
開
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
示
唆
す

る
。

（
33
）	 J.-L

. M
arion, Q

uestions C
artésiennes III, 2021 , p. 5（ . C

f. AT. X
, 515 , 21 -22 .

（
3（
）	 D

. K
am

bouchner, « Identification d’une pensée :  le C
ogito de H

intikka », 2009 , p. （19 .

	

な
お
、
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
は
二
〇
一
九
年
の
論
文
で
も
、
一
部
に
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
を
用
い
な
が
ら
同
様
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（D

. K
am

bouchner, 

« L
e C

ogito en perspective :  histoire, philologie, phénom
énologie », 2019 , p.62

）。

（
35
）	 R

. A
riew

, « C
ritiques scolastiques de D

escartes :  le cogito », 1997 , p. 601 .

	

ま
た
、
メ
ー
ル
も
ア
リ
ュ
ー
と
同
じ
く
十
七
世
紀
当
時
に
お
け
る
プ
ロ
ト
命
題
に
対
す
る
議
論
を
整
理
し
、
懐
疑
の
重
要
性
を
唱
え
る
（É

. M
ehl, « 
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D
ubito ergo sum

 :  D
escartes et le cogito des cartésiens », 2001 , pp. （（ -50

）。

（
36
）	 R

. A
riew

, op. cit., 1997 , p. 602 .
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