
五
九

は 
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め 

に

　

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
に
は
︑
経
験
論
の
ほ
か
に
別
の
系
譜
が
あ
り
う
る
︒
そ
れ
は
︑
プ
ラ
ト
ン
主

義
あ
る
い
は
知
性
主
義
の
系
譜
で
あ
る
︒
じ
っ
さ
い
︑
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
蓄
積
さ
れ
た
古
代
か
ら
の
遺
産
は
イ
ギ
リ
ス
に
も

た
ら
さ
れ
︑
一
七
世
紀
に
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
哲
学
者
に
継
承
さ
れ
て
い
た
︒
一
八
世
紀
に
も
︑

例
え
ば
︑
バ
ー
ク
リ
は
﹃
サ
イ
リ
ス
﹄︵
一
七
四
四
年
︶
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
主
義
︵
フ
ィ
チ
ー
ノ
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
「
古
代
神
学

︵prisca theologia

︶」
と
い
う
一
連
の
知
的
継
承
を
論
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
護
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
︶
に
基
づ
く
形
而
上
学
を
展
開
し
た

の
で
あ
る
︒

　

そ
れ
で
は
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
か
ら
バ
ー
ク
リ
へ
と
至
る
︑
い
か
な
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
系
譜
を
形
成
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
︒
本
稿
は
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
認
識
論
を
お
も
に
取
り
上
げ
︑
バ
ー
ク
リ
と
の
共
通
点
を
見
い
だ
し
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
系
譜
の
可
能
性
を
探
求
し
て
み
た
い
︒︵
た
だ
し
こ
こ
で
は
︑
物
証
的
な
影
響
関
係
で
は
な
く
︑
事
柄
と
し
て
共
通
の
思
想

の
「
類
型
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒︶
こ
う
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
史
に
流
れ
る
地
下
水
脈
を
探
り
出
し
て
お
く
こ
と

は
︑
経
験
論
を
含
め
た
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
に
新
た
な
光
を
も
た
ら
し
︑
従
来
に
な
か
っ
た
観
点
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
︒
ま
ず

は
︑
バ
ー
ク
リ
の
基
本
的
立
場
を
概
観
し
︑
し
か
る
の
ち
カ
ド
ワ
ー
ス
の
認
識
論
を
﹃
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る
論
考
﹄︵
一
七
三

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て

竹　
　

中　
　

真　
　

也



六
〇

一
年
︶
を
軸
に
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
︒

第
一
節　

バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
観
念
と
「
思
念
」

　

バ
ー
ク
リ
の
哲
学
は
︑
観
念
と
精
神
の
二
元
論
を
基
礎
と
す
る
︒
観
念
と
は
︑
感
覚
や
記
憶
や
想
像
の
対
象
で
あ
り
︑
そ
れ
は
「
受

動
的
で
不
活
発
︵passive and inert

︶」
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
観
念
を
知
覚
し
記
憶
し
想
像
し
意
志
す
る
能
動
的
な
存
在
者

︵active being

︶
が
あ
る
︒
そ
れ
が
心
︑
魂
︑
精
神
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
︵
以
下
︑
精
神
と
略
記
︶︒﹃
人
知
原
理
論
﹄
の
初

版
は
こ
う
し
た
観
念
の
受
動
性
と
精
神
の
能
動
性
を
軸
に
議
論
が
展
開
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑﹃
人
知
原
理
論
﹄
第
二
版
︵
一
七
三
四
年
︶

か
ら
︑
バ
ー
ク
リ
は
新
た
な
術
語
を
追
記
し
た
︒
そ
れ
が
「
思
念
︵notion

︶」
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
バ
ー
ク
リ
は
言

う
︒

わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
存
在
を
内
的
な
感
じ
あ
る
い
は
反
省
に
よ
っ
て
理
解
し
︑
他
の
精
神
の
存
在
を
推
論
に
よ
っ
て
理
解
す

る
︒
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
精
神
に
関
し
て
︑
す
な
わ
ち
魂
や
能
動
的
な
存
在
者
に
関
し
て
あ
る
知
識
す
な
わ
ち
思
念
を
も
つ
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ら
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
は
観
念
を
も
た
な
い
︒︵PH

K
 89

︶

「
私
の
精
神
」
と
い
う
言
葉
や
「
観
念
に
つ
い
て
の
私
の
精
神
の
働
き
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
私
が
知

り
理
解
し
て
い
る
限
り
で
︑
私
は
そ
れ
ら
に
関
す
る
あ
る
知
識
す
な
わ
ち
思
念
を
も
っ
て
い
る
︒︵PH

K
 142

︶

　

つ
ま
り
︑「
心
︑
魂
︑
精
神
と
い
う
能
動
的
な
存
在
者
」
と
い
う
精
神
的
な
実
体
︑
さ
ら
に
「
意
志
す
る
︑
愛
す
る
︑
憎
む
と
い
う
精

神
の
働
き
」
の
認
識
に
は
観
念
で
は
な
く
「
思
念
」
を
用
い
る
べ
き
だ
と
バ
ー
ク
リ
は
言
う
︒
こ
れ
ら
は
能
動
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
思
念
は
「
反
省
」
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
「
内
的
な
感
じ
に
よ
っ
て
」
認
識
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
し
か



六
一

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て
（
竹
中
）

し
︑
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
バ
ー
ク
リ
は
︑
次
の
よ
う
な
一
文
を
あ
え
て
付
け
加
え
て
い
る
︒

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
だ
が
︑
あ
ら
ゆ
る
関
係
︵relations

︶
は
精
神
の
能
動
的
活
動
を
含
む
の
で
︑
事
物
の
間
の
関
係
や
関
連
に

つ
い
て
は
︑
観
念
で
な
く
む
し
ろ
思
念
を
も
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒︵PH

K
 142

︶

　

す
な
わ
ち
︑「
思
念
」
に
は
「
関
係
」
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
根
拠
は
︑
関
係
に
は
能
動
的
活
動
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
バ
ー
ク
リ
は
追
記
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
︑
な
ぜ
こ
う
し
た
一
文
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
︑

「
関
係
」
に
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
以
上
ほ
ぼ
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
バ
ー
ク
リ
は
観
念
で
も
精
神
で
も
な
い
「
思
念
」
を
導
入
し
た
︒
し
か
も
︑
バ
ー
ク
リ
は
﹃
人
知
原
理
論
﹄
序
論
で
抽

象
に
基
づ
く
思
念
な
い
し
概
念
の
形
成
を
否
定
し
た
上
で
︑
上
記
の
よ
う
な
「
思
念
」
を
あ
え
て
論
じ
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
バ
ー
ク
リ

最
晩
年
の
著
作
﹃
サ
イ
リ
ス
﹄︵
一
七
四
四
年
︶
に
お
い
て
︑「
思
念
」
は
「
イ
デ
ア
」
と
言
い
直
さ
れ
︑
想
起
説
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る ︵

1
︶︒
以
下
で
は
︑
こ
う
し
た
バ
ー
ク
リ
の
「
思
念
」
を
念
頭
に
置
い
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
認
識
論
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
う

し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
通
底
す
る
思
想
的
な
特
徴
を
解
明
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
は
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
議
論
の
前
提
と
も
な
る

原
子
論
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

第
二
節　

カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
け
る
原
子
論
と
感
覚
的
知
覚

　
（
一
）　

有
神
論
と
原
子
論

　

カ
ド
ワ
ー
ス
が
︑
論
敵
の
一
人
と
し
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
っ
た
︒
そ
の
原
子
論
が
は
ら
む
無
神
論
的
な
傾
向
に
カ
ド
ワ
ー
ス
や
当
時

の
人
々
は
気
付
い
て
い
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
原
子
論
を
全
面
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
原

子
論
に
は
二
種
類
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒



六
二

レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
以
前
に
︑
原
子
論
は
そ
れ
自
体
で
哲
学
全
体
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
哲
学
的
体

系
全
体
の
部
分
な
い
し
一
部
︑
し
か
も
も
っ
と
卑
し
い
低
級
な
部
分
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
れ
は
世
界
の
純
粋

に
物
体
的
な
も
の
だ
け
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑︹
い
に
し
え
の
︺
原
子
論
者
は
他
の
も

の
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
た
ん
な
る
嵩
や
機
構
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
生
命
や
自
発
的
活
動
︑
す
な
わ
ち
︑
非
質
料
的
で

非
物
体
的
な
実
体
で
あ
る
︒
そ
の
上
部
つ
ま
り
頂
点
と
は
︹
物
体
的
︺
世
界
か
ら
区
別
さ
れ
る
神
で
あ
る
︒︵TIS 1 34

︶

　

カ
ド
ワ
ー
ス
は
︑
古
代
の
哲
学
者
の
証
言
に
基
づ
い
て
︑
原
子
論
を
デ
モ
ク
リ
ト
ス
以
前
に
遡
れ
る
と
論
じ
て
い
る ︵

2
︶︒
カ
ド
ワ
ー

ス
の
見
立
て
で
は
︑
も
っ
ぱ
ら
原
子
の
み
が
世
界
を
構
成
し
︑
原
子
に
基
づ
い
て
の
み
万
象
が
説
明
さ
れ
る
哲
学
は
︑
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
や

デ
モ
ク
リ
ト
ス
以
降
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
彼
ら
の
無
神
論
的
原
子
論
が
ホ
ッ
ブ
ズ
に
引
き
継
が
れ
た
︒
し
か
し
︑
本
来
︑
原
子
論
は
そ
う

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
︑
原
子
を
扱
う
の
は
物
体
に
関
わ
る
哲
学
の
み
で
あ
り
︑
そ
れ
と
は
別
の
対
象
を
哲

学
は
本
来
含
ん
で
い
た
︒
そ
の
別
の
対
象
と
は
「
非
質
料
的
で
非
物
体
的
な
実
体
」
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
指
摘
は
︑
い
か
な

る
論
拠
に
基
づ
く
の
か
︒
そ
の
論
拠
は
︑
デ
モ
ク
リ
ト
ス
以
降
の
原
子
論
の
よ
う
に
︑
原
子
の
運
動
や
衝
突
だ
け
か
ら
︑
生
命
や
自
発
的

な
機
構
が
生
じ
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑「
よ
り
大
き
な
完
全
性
︑
つ
ま
り
よ
り
高
次
の
存
在
者
が
︑
よ
り

少
な
い
完
全
性
や
よ
り
低
次
の
存
在
者
か
ら
生
じ
た
り
上
昇
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」︵TIS 3 57

︶︒
つ
ま
り
︑
結
果
に

は
原
因
に
存
す
る
も
の
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑「
宇
宙
に
お
い
て
︑
事
物
は
よ
り
低
い
完
全
性
か
ら
よ
り
高
い
完
全
性

へ
と
高
ま
り
上
昇
し
登
る
の
で
は
な
く
︑
反
対
に
︑
よ
り
高
い
完
全
性
か
ら
よ
り
低
い
完
全
性
へ
と
下
降
し
す
べ
り
落
ち
た
の
で
あ
る
」

︵TIS 3 57

︶︒
か
く
し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
原
子
論
は
無
神
論
を
た
だ
ち
に
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
原

子
の
ほ
う
が
︑
生
命
や
魂
︵
形
成
的
自
然
︶
や
理
性
な
い
し
知
性
な
ど
よ
り
も
あ
と
で
│
│
事
柄
と
し
て
「
あ
と
で
」
│
│
生
じ
る
こ
と

に
な
る
︒
こ
う
し
た
有
神
論
的
な
原
子
論
を
前
提
と
し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
認
識
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
ず
は
感
覚
的
知
覚

が
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
︒
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ス
と
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リ
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念
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（
二
）　

感
覚
的
知
覚

　

さ
て
︑
動
物
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
︑
感
覚
的
知
覚
の
出
発
点
は
︑
原
子
の
運
動
で
あ
る
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
︒

︙
︙
第
一
に
︑
感
覚
が
受
動
︵passion

︶ ︵
3
︶で
あ
る
こ
と
は
万
人
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
次
の
こ
と
は
議
論
の

余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
感
覚
に
お
い
て
は
︑
最
初
に
感
覚
能
力
を
そ
な
え
た
物
体
︹
身
体
︺
の
受
動
が
あ
る
︒
そ
し

て
︑
そ
う
し
た
物
体
の
受
動
と
は
︑
外
部
の
対
象
か
ら
神
経
に
刻
印
さ
れ
︑
神
経
か
ら
脳
に
伝
搬
さ
れ
伝
達
さ
れ
︑
脳
で
あ
ら
ゆ
る

感
覚
が
作
ら
れ
る
と
い
う
︑
場
所
的
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒︵EIM

 3. 1. 2.  

傍
線
の
強
調
は
引
用
者
︶

　

例
え
ば
︑
澄
ん
だ
夜
空
に
見
え
る
恒
星
が
ど
れ
だ
け
わ
れ
わ
れ
か
ら
か
け
離
れ
て
い
よ
う
と
も
︑
そ
の
恒
星
か
ら
の
原
子
の
「
場
所
的

運
動
︵local m

otion

︶」
の
伝
達
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
視
神
経
や
脳
に
到
達
す
る
︵EIM

 3. 1. 2

︶︒
こ
れ
が
感
覚
の
最
初
の
段
階
で
あ

っ
て
︑
こ
こ
ま
で
は
物
理
的
運
動
の
伝
達
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
動
物
の
場
合
︑
感
覚
に
は
「
生
命
と
し
て
知
覚
し
意
識
す
る
こ
と
︵vital 

perception and consciousness

︶」︵EIM
 3. 1. 3.

︶
が
伴
う
︒
こ
の
と
き
︑
魂
に
お
け
る
「
別
の
種
類
の
受
動another kind of 

passion

」︵EIM
 3. 1. 3.

︶
が
生
じ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑「
魂
が
生
命
と
し
て
︵vitally

︶
合
一
し
て
い
る
物
体
︹
身
体
︺
に
か

く
か
く
の
場
所
的
運
動
が
刻
印
さ
れ
る
と
︑
魂
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
︑
し
か
じ
か
の
認
識
を
す
る
よ
う
決
定
さ
れ
る
」︵EIM

 3. 1. 
4.

︶︒
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
感
覚
は
「
外
部
か
ら
魂
に
押
し
付
け
ら
れ
た
︑
あ
る
種
の
鈍
く
混
乱
し
愚
か
な
知
覚
で
あ
」︵EIM

 
3. 2. 1.

︶
る
︒
感
覚
は
︑
身
体
に
お
け
る
変
化
や
運
動
を
知
覚
し
︑
周
囲
に
存
在
し
て
い
る
個
体
的
な
物
体
を
把
握
す
る
も
の
の
︑
そ

の
「
諸
物
体
が
何
で
あ
る
か
を
明
晰
に
理
解
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ら
の
本
性
を
洞
察
す
る
こ
と
も
な
い
」︵EIM

 3. 2. 1.

︶︒

魂
の
受
動
は
︑
よ
り
低
級
で
︑
共
感
的
な
部
分
に
お
い
て
生
じ
︑
外
部
か
ら
影
響
を
被
る
も
の
で
︑
こ
れ
は
動
物
的
な
魂
の
意
識
で
あ

る
︒
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
魂
に
は
︑
よ
り
高
級
で
「
能
動
的
︵active
︶」
な
部
分
が
あ
り
︑
こ
れ
は
物
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
働
き
︑

非
受
動
的
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑to noetikon

つ
ま
り
は
認
識
し
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
︒「
︙
︙
認
識
す
る
こ
と
や
知
解
す
る
こ
と
は
︑

自
分
自
身
に
よ
っ
て
︑
ま
た
自
ら
独
力
で
働
く
︑
魂
の
う
ち
の
よ
り
高
級
な
部
分
に
よ
る
︑
明
晰
で
︑
清
澄
で
︑
非
受
動
的
な
知
覚
で
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四

あ
」︵EIM

 3. 2. 2.

︶
る
︒
つ
ま
り
魂
に
は
︑
受
動
的
な
部
分
と
能
動
的
な
部
分
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
能
動
的
な
部
分
が
知
性
な

い
し
理
性
で
あ
り
︑
そ
こ
に
お
い
て
普
遍
的
な
知
識
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

第
三
節　

知
性
的
な
認
識

　
（
一
）　

生
得
説
に
よ
る
知
性
認
識

　

さ
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
る
と
︑
理
性
な
い
し
知
性
は
抽
象
的
で
普
遍
的
な
対
象
を
認
識
す
る
︒
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
理
性
な
い
し
知

性
に
よ
っ
て
真
知
︵know

ledge

︶
を
も
つ
︒
古
代
以
来
のdoxa

とepistem
e

の
対
比
を
念
頭
に
お
い
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
感
覚
的

知
覚
と
知
性
的
認
識
を
対
照
的
に
扱
う
︒

　

で
は
︑
知
性
認
識
は
い
か
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
は
抽
象
的
︵abstract

︶ ︵
4
︶と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
︑
例
え
ば
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
よ
う
に
︑
受
動
知
性
や
能
動
知
性
を
想
定
し
て
︑
物
体
の
質
料
を
切
り
離
し
て
形
相
を
受
動
知
性
が
受
容
し
︑
能

動
知
性
が
そ
れ
を
現
実
化
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
そ
れ
は
「
能
動
知
性
の
奇
妙
な
化
学
」︵EIM

 
4. 1. 11.

︶
で
あ
る
︵
カ
ド
ワ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
︑
彼
ら
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
誤
解
し
た
︶ ︵

5
︶︒
あ
る
い
は
︑
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
抽

象
説
を
採
用
す
る
わ
け
で
も
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
生
得
説
を
採
用
し
︑
自
ら
の
立
場
を
語
源
に
触
れ
な
が
ら
説
明
す

る
︒

認
識
す
る
こ
と
や
知
解
す
る
こ
と
︵know

ledge and Intellection

︶
は
︑
離
れ
た
事
物
に
対
面
す
る
こ
と
︵︹
あ
る
い
は
ラ
テ
ン

語
で
言
え
ば
︺prospicere

︹
離
れ
て
見
る
こ
と
︺︶
で
は
な
く
︑
自
分
が
知
っ
て
い
る
事
物
を
反
省
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
語
源

に
し
た
が
え
ば
︑
知
性
︵intellectus

︶
は
ま
さ
に
自
分
自
身
の
内
部
の
書
か
れ
た
文
字
を
読
む
の
で
あ
る
︵︹
ラ
テ
ン
語
で
言
え

ば
︑︺in interioribus legere ︹
内
部
で
読
む
こ
と
︺
で
あ
る
︶︒
つ
ま
り
知
性
は
︑
自
分
自
身
の
う
ち
で
自
分
に
基
づ
い
て
自
ら
の

対
象
を
把
握
す
る
の
で
あ
り
︑
知
性
は
そ
の
対
象
と
同
一
で
あ
る ︵

6
︶︒︵EIM

 3. 3. 4.

︶



六
五

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て
（
竹
中
）

　

さ
て
︑
こ
の
部
分
は
一
見
す
る
と
︑
記
憶
の
対
象
の
よ
う
に
︑
文
字
が
知
性
の
う
ち
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
︒
も
し
そ
う
な
ら
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
は
い
わ
ゆ
る
素
朴
生
得
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
る
︒
し
か
し
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
他
の
と

こ
ろ
で
の
言
葉
か
ら
し
て
︑
ま
た
研
究
者
た
ち
も
言
う
よ
う
に
︑
や
は
り
こ
の
部
分
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
︵H

utton 
(2012) 10, Stanciu (2005) 852

︶ ︵
7
︶︒
つ
ま
り
︑「
文
字
」
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑

感
覚
知
覚
が
喚
起
す
る
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
「
能
動
的
活
動
︵activity

︶」
の
み
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑

こ
の
活
動
だ
け
で
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
普
遍
的
対
象
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
で
は
︑
普
遍
的
対
象
は
い
か
に
し
て
得
ら

れ
る
の
か
︒
そ
れ
は
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
「
能
動
的
活
動
」
が
︑
完
全
で
無
限
で
永
遠
な
神
の
精
神
に
ア
ク
セ

ス
す
る
こ
と
に
よ
る
︒
つ
ま
り
︑
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
大
枠
と
し
て
は
同
様
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
不
完
全
な
知
性
は
神
の
知
性
に
与
か
る

︵paticipation

︶︹
分
有
す
る
︺
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
を
手
に
す
る
︒
し
か
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
た
だ
ち
に
完
全
な
真
理
に
至
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
は
こ
の
点
を
以
下
の
よ
う
に
言
う
︒

さ
て
︑
不
完
全
な
も
の
は
す
べ
て
︑
同
じ
種
類
の
完
全
な
も
の
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
な

る
︒
す
な
わ
ち
︑
わ
れ
わ
れ
の
個
別
的
で
不
完
全
な
知
性
は
︑
そ
の
う
ち
に
じ
っ
さ
い
に
事
物
の
理
法
︵rationes

︶
や
そ
の
真
理

を
か
な
ら
ず
し
も
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
の
知
性
は
︑
多
く
の
場
合
︑
無
知
で
あ
り
︑
疑
い
︑
間
違
え
る
の
で
あ
っ
て
︑

議
論
し
推
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
る
ひ
と
つ
の
こ
と
か
ら
別
の
こ
と
へ
と
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ

て
︑
そ
の
︹
人
間
の
不
完
全
な
︺
知
性
は
︑
完
全
で
︑
無
限
で
︑
永
遠
の
知
性
︹
神
の
知
性
︺
を
派
生
的
に
分
有
し
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
の
知
性
の
中
に
は
︑
す
べ
て
の
事
物
の
理
法
と
す
べ
て
の
普
遍
的
な
真
理
が
つ
ね
に
現
に
︵actually

︶

理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
考
察
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
避
け
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
も
そ
れ

を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒︵EIM

 4. 4. 11.  

傍
線
の
強
調
は
引
用
者
︶

　

カ
ド
ワ
ー
ス
はparticipation

な
い
しpartake

と
い
う
言
葉
を
用
い
︑
神
の
精
神
と
人
間
の
精
神
の
関
係
に
基
づ
い
て
︑
知
性
認
識
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の
成
立
を
説
明
す
る
︵C

f. EIM
 1. 3. 7, 4. 2. 16, 4. 4. 7, 4. 4. 12, 4. 6. 7.

︶︒「
天
使
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
︑
被
造
物
の
中
に
あ
る

す
べ
て
の
知
識
と
知
恵
は
︑
そ
の
唯
一
の
永
遠
で
不
変
で
創
造
さ
れ
な
い
神
の
知
恵
を
分
有
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」︵EIM

 1. 3. 
7.

︶
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑「
派
生
的
に
分
有
」
す
る
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
人
間
の
不
完
全
な
知
性
は
お
の
お
の
︑
ま
っ

た
く
同
じ
仕
方
で
神
の
う
ち
に
あ
る
原
型
に
触
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ち
ょ
う
ど
同
一
の
事
物
が
︑
ガ
ラ
ス
の
歪
み
や
そ
の
置
か
れ
た
位

置
に
応
じ
て
︑
各
々
映
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
︵C

f. EIM
 1. 3. 7.

︶︑
人
間
の
知
性
は
︑
そ
の
不
完
全
性
や
個
別
性
の
ゆ
え
に
︑
同
一
の

明
晰
判
明
な
普
遍
的
対
象
を
同
じ
仕
方
で
手
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
の
意
味
で
︑
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
普
遍
的
対
象
は
「
模
造
的

︵ectypal

︶」︵TIS 3 415, EIM
 4. 1. 5, 4. 4. 7, 4. 4. 11, 4. 4. 12.

︶
で
あ
り
︑
神
の
「
知
性
の
様
態
︵m

odification

︶」
で
あ
る

︵
様
態
に
つ
い
て
は
以
下
で
や
や
詳
し
く
ふ
れ
る
︶︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
で
も
︑
ガ
ラ
ス
に
映
る
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
異
な
ろ
う
と
同
一
の
対

象
が
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
神
の
知
性
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
共
通
の
認
識
を
保
証
す
る
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り

ジ
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑「
神
の
精
神
は
︑
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
合
理
的
に
思
考
す
る
公
共
的
な
領
域
︵public area

︶
で
あ
る
」︵G

ill 
(2004) 163

︶ ︵
8
︶︒

　

こ
う
し
て
︑「
自
分
自
身
の
内
部
の
書
か
れ
た
文
字
を
読
む
」
と
い
う
上
記
の
不
用
意
な
言
葉
と
は
う
ら
は
ら
に
︑
生
得
的
な
文
字
が

精
神
な
い
し
知
性
に
刻
み
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ハ
ッ
ト
ン
も
言
う
よ
う
に
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
「
精
神
は
︑
知
識
を

獲
得
す
る
生
得
的
な
傾
向
を
有
し
︑
観
念
を
生
成
す
る
こ
と
に
︹
わ
れ
わ
れ
の
︺
精
神
が
能
動
的
な
役
割
を
果
た
す
」︵H

utton (2013) 
10

︶
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
け
る
知
性
な
い
し
理
性
︵Intellect or R

eason

︶
│
│
カ
ド
ワ
ー
ス
は
こ
れ
ら
の

語
を
明
確
に
区
別
し
て
用
い
て
い
な
い
│
│
は
た
ん
な
る
推
論
機
能
︵discursive faculty

︶
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
そ
れ
は
神
の
精
神
と

い
う
場
に
ア
ク
セ
ス
し
永
遠
の
対
象
を
分
有
す
る
機
能
︑「
ヌ
ー
ス
︵nous

︶
す
な
わ
ち
メ
ン
ス
︵m

ens

︶」︵Stanciu (2005) 860

︶

に
対
応
す
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
わ
れ
わ
れ
の
能
動
的
な
働
き
と
神
の
精
神
の
協
働
が
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
普
遍
的
な
知
識
を
成

り
立
た
せ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
に
神
の
精
神
を
派
生
的
に
分
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
的
知
識
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
︑

「
想
起
︵rem

iniscence

︶」︵EIM
 4. 1. 2.

︶
と
呼
ば
れ
る
︵「
想
起
」
と
呼
べ
る
の
は
︑
事
柄
と
し
て
︑
神
の
精
神
と
い
う
「
よ
り
先

な
る
も
の
」
に
ア
ク
セ
ス
す
る
か
ら
で
あ
る
︶︒
か
く
し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
想
起
説
に
与
す
る
の
で
あ
る
︒
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七

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て
（
竹
中
）

　
（
二
）　

生
得
的
な
「
能
動
的
活
動
」
と
「
関
係
」

　

そ
れ
で
は
︑
知
性
的
な
認
識
は
個
々
の
場
面
で
は
い
か
に
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
を
具
体
例
と
と
も
に
見
て
い

き
た
い
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
は
生
得
的
と
い
う
形
容
詞
を
「
能
動
的
活
動
︵activity

︶」
や
「
活
動
︵energy

︶」
や
「
力
︵pow

er

︶」
と

い
う
名
詞
に
つ
け
る
も
の
の
︑
パ
ス
モ
ア
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
生
得
観
念
や
生
得
思
念
と
い
う
不
用
意
な
言
い
方
は
し
て
い
な
い
︒
と

は
い
え
︑
生
得
的
な
「
能
動
的
活
動
」
か
ら
得
ら
れ
る
観
念
な
い
し
思
念
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
カ
ド
ワ
ー
ス
は
言
う
︒

精
神
の
う
ち
に
は
︑
外
部
の
可
感
的
な
対
象
か
ら
精
神
に
押
さ
れ
刻
印
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
︑
し
た
が
っ
て
︑
精
神
そ
れ
自
体
の
生

得
的
な
活
動
や
能
動
的
活
動
か
ら
生
じ
る
に
ち
が
い
な
い
い
く
つ
か
の
観
念
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
︙
︙
︹
第
一
に
︺
例
え

ば
︑
知
恵
︑
愚
劣
︑
賢
慮
︑
軽
率
︑
知
識
︑
無
知
︑
真
実
︑
誤
謬
︑
徳
︑
悪
徳
︑
誠
実
︑
不
実
︑
正
義
︑
不
正
義
︑
思
考
︑
そ
れ
ど

こ
ろ
か
︑
感
覚
︹
作
用
︺
そ
れ
自
体
︙
︙
さ
ら
に
︑
そ
れ
ら
に
お
け
る
思
考
作
用
を
含
む
思
念
︑
あ
る
い
は
︑
思
考
す
る
存
在
者
の

み
を
指
し
示
す
思
念
︑
そ
の
他
に
も
多
く
の
思
念
が
あ
る
︒
第
二
に
︑
互
い
に
比
較
す
る
精
神
の
活
動
か
ら
も
っ
ぱ
ら
生
じ
る
︑
非

物
体
的
な
事
物
に
も
物
体
的
な
事
物
に
も
属
す
る
︑
多
く
の
関
係
的
な
思
念
や
観
念
が
あ
る
︒
例
え
ば
︑
原
因
と
結
果
︑
手
段
と

目
的
︑
秩
序
と
比
率
︑
類
似
と
相
違
︑
等
と
不
等
︑
適
正
と
不
適
正
︑
均
衡
と
不
均
衡
︑
全
体
と
部
分
︑
種
と
類
︑
等
々
で
あ
る
︒

︵EIM
 4. 2. 1.  

傍
線
の
強
調
は
引
用
者
︶

　

第
一
に
「
思
考
す
る
事
物
そ
れ
自
体
」
に
つ
い
て
の
思
念
と
︑
形
容
詞
の
名
詞
形
で
示
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
︵
知
恵
︑
愚
劣
︑
賢

慮
︑
軽
率
︑
知
識
︑
無
知
な
ど
︶
が
あ
る
︒
こ
れ
は
一
つ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
第
二
に
︑

原
因
と
結
果
︑
手
段
と
目
的
等
々
の
「
論
理
的
で
関
係
的
な
思
念
︑
観
念
」︵
以
下
︑
関
係
の
思
念
と
略
記
︶
が
あ
る
︒
こ
ち
ら
は
︑
複

数
の
も
の
を
「
比
較
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
観
念
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
カ
ド
ワ
ー
ス
は
︑
二
種
類
の
思
念
を
あ
げ
て
い
る

が
︑
し
か
し
︑
む
し
ろ
関
係
の
思
念
の
ほ
う
を
重
点
的
に
説
明
し
て
い
る
︒
ま
た
関
係
の
思
念
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
「
能
動
的
活

動
」
に
と
っ
て
枢
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
も
関
係
の
思
念
を
軸
に
し
て
︑
い
か
に
し
て
普
遍
的
知
識
が
個
々
の
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場
面
で
成
立
す
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
︒
ま
た
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
関
係
の
思
念
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
時
計
を
例
に
あ
げ
て
い
る
か

ら
︑
こ
こ
で
も
そ
れ
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

　

さ
て
︑
時
計
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
︒
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
︑
従
来
の
よ
う
に
︑
形
相
と
質
料
︑
実
体

と
属
性
と
い
う
枠
組
み
を
も
ち
い
て
答
え
て
い
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
︑
時
計
の
本
質
を
知
る
に
は
︑
そ
れ
に
含
ま
れ

て
い
る
種
々
の
「
関
係
」
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
︒
す
な
わ
ち
︑「
こ
の
時
計
の
真
の
本
性
は
︑
ま
さ
に
複
合
的
で
あ

っ
て
︑
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
か
ら
成
り
立
つ
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
本
性
は
︑
諸
関
係
な
し
に
は
理
解
さ
れ
え
な

い
の
で
あ
る
」︵EIM

 4. 2. 8.

︶︒
こ
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
︑
時
計
の
部
品
一
つ
一
つ
を
見
て
い
て
も
時
計
の
本
質
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い ︵

9
︶︒
そ
う
で
は
な
く
︑
そ
の
部
品
の
あ
い
だ
の
原
因
と
結
果
︑
秩
序
と
比
率
︑
適
正
と
不
適
正
︑
部
分
と
全
体
︑
手
段
と
目

的
等
々
の
諸
関
係
を
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
「
能
動
的
活
動
」
が
見
い
だ
そ
う
と
努
力
し
︑
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
多
様
な
諸
関
係
を
「
統

一
」
す
る
と
き
︑
時
計
の
本
性
な
い
し
本
質
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
諸
関
係
の
関
係
を
把
握
し
て
︑
そ
れ
を
一
つ
に
ま
と

め
上
げ
る
こ
と
で
︑
事
物
の
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︵
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
実
体
概
念
か
ら
関
係
概
念
へ
の
先
駆
け
と
も
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
︶︒
と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
︑
い
ま
だ
わ
れ
わ
れ
が
見
い
だ
し
て
い
な
い
「
関
係
」
も
あ
り
う
る
が
ゆ
え
に
︑
時
計
の
完
全
な

本
質
つ
ま
り
神
の
う
ち
に
あ
る
「
原
型
」
に
は
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
関
係
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
時
計
の
本
質

に
肉
薄
な
い
し
接
近
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
︒
し
か
る
に
︑
こ
う
し
た
諸
関
係
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
部

分
を
別
の
部
分
と
比
較
し
て
関
係
づ
け
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
関
係
は
︑
関
係
づ
け
る
と
い
う
作
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
基
づ
い
て
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
は
︑
宇
宙
な
い
し
世
界
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
︑
恒
星
︑
太
陽
︑
月
︑
山
︑
谷
︑
川
を
別
々
に
眺
め

て
も
︑cosm

os

な
い
しm

undus

は
理
解
さ
れ
え
な
い
と
言
う
︒cosm

os

やm
undus

が
い
か
な
る
も
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
︑

調
和
や
対
応
や
秩
序
を
発
見
し
よ
う
と
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
自
然
物
に
も
人
工
物
︵
時
計
︶
に
も
関
係
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
の
ち
に
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
は
次
の
こ
と
を
論
証
的
に
示
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
い
か
な
る
物
体
的
な
複
合
物
も
︑
感
覚
に
よ
っ
て



六
九

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て
（
竹
中
）

理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
︑
ま
た
︑
そ
の
︹
本
質
的
な
︺
観
念
が
外
の
対
象
か
ら
受
動
的
に
心
に
刻
印
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
︒
む

し
ろ
︑
そ
れ
は
た
だ
知
性
の
主
要
な
統
一
的
な
力
︵the large unitive pow

er of Intellect

︶
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
︑
そ
の

生
得
的
な
活
動
か
ら
顕
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒︵EIM

 4. 2. 11.  

傍
線
の
強
調
は
引
用
者
︶

ま
さ
に
関
係
は
「
知
性
の
主
要
な
統
一
的
な

0

0

0

0

力
︵the large unitive pow

er of Intellect

︶」︵EIM
 4. 2. 11.  

傍
点
の
強
調
は
引

用
者
︶
に
よ
っ
て
成
立
す
る
︒
あ
る
い
は
︑
カ
レ
も
言
う
よ
う
に
︑「
意
識
の
統
一
す
る
能
動
的
活
動
︵the unifying activity of 

consciousness

︶」︵C
arré (1953) 348

︶
を
関
係
は
含
む
の
で
あ
っ
て
︑
関
係
の
思
念
は
作
用
面
こ
そ
強
調
さ
れ
る
︒
あ
る
い
は
︑

パ
ス
モ
ア
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑「
体
系
化
の
能
動
的
活
動
︵an activity of system

atizing

︶」︵Passm
nore (1951) 36 -37

︶
に

基
づ
い
て
関
係
は
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る ︵
10
︶︒

　

さ
て
︑
関
係
の
思
念
に
は
「
能
動
的
活
動
」
つ
ま
り
「
意
識
の
統
一
す
る
能
動
的
活
動
」
な
い
し
「
体
系
化
の
能
動
的
活
動
」
が
含
ま

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
こ
と
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
の
は
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
が
関
係
の
思
念
を
対
象
と
し
て
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
れ

が
作
用
な
い
し
活
動
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒「
知
性
は
自
分
自
身
の
う
ち
で
︑
自
ら
に
基
づ
い
て
自
ら
の
対
象
を

把
握
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
知
性
は
そ
の
対
象
と
同
一
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」︵EIM
 3. 3. 4.  

傍
点
の
強
調
は
引
用
者
︶
と
カ
ド
ワ
ー
ス
が
言
う
と
き
︑

こ
の
こ
と
は
︑
関
係
の
思
念
が
彫
像
や
絵
画
の
よ
う
に
死
ん
だ
対
象
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
世
界
に
は
理
法
︑
本
質
︑
真
理
が
あ

る
と
述
べ
た
の
ち
︑
そ
れ
が
能
動
的
活
動
と
関
係
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

事
物
に
つ
い
て
必
然
的
に
存
在
す
る
永
遠
の
理
法
︵rationes
︶︑
本
質
︑
真
理
が
あ
る
と
肯
定
す
る
こ
と
と
︑
無
限
で
全
能
で
永

遠
の
精
神
が
必
然
的
に
存
在
し
︑
つ
ね
に
自
分
自
身
や
︑
万
物
の
本
質
や
︑
そ
れ
ら
の
真
理
を
現
に
︵actually

︶
理
解
し
て
い
る

と
言
う
こ
と
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
︒
い
や
︑
む
し
ろ
︑
そ
の
無
限
で
全
能
で
永
遠
の
精
神
こ
そ
が
︑
万
物
の
理
法
︑
本
質
︑
真
理

な
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
事
物
の
理
法
や
本
質
は
︑
彫
像
や
︑
世
界
の
ど
こ
か
で
そ
れ
だ
け
で
吊
る
さ
れ
て
い
る
多
く
の
肖
像

や
絵
画
の
よ
う
に
︑
死
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
真
理
も
ま
た
︑
本
の
上
に
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
た
ん
な
る
文
章
や
命
題
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で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
生
き
た
も
の
で
あ
り
︑
精
神
や
知
性
の
様
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
第
一
知
性
は

本
質
的
か
つ
原
型
と
い
う
あ
り
か
た
で
︑
す
べ
て
も
の
の
理
法
や
真
理
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
で
創
造
さ
れ
た
知
性
は
︑
そ

れ
︹
第
一
知
性
︺
を
派
生
的
に
分
有
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
し
︑
そ
れ
ら
は
模
造
的
な
同
じ
特
徴
を
押
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

︵EIM
 4. 4. 7.  

傍
線
の
強
調
は
引
用
者
︶

　

こ
こ
で
の
「
精
神
や
知
性
の
様
態
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
や
知
性
の
様
態
」
で
は
な
い
︒「
神
の
精
神
や
知
性
の
様
態
」
と
理
解
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
︵C

udw
orth (1731) intro. xxiv, Passm

ore (1951) 37

︶︒
と
す
れ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
神

は
永
遠
の
理
法
や
真
理
を
現
に
︵actually

︶
認
識
し
て
い
る
︒
神
の
う
ち
に
あ
る
こ
う
し
た
一
つ
の
永
遠
で
不
動
な
知
的
活
動
︵
つ
ま

り
理
法
や
真
理
を
全
体
に
わ
た
っ
て
関
係
づ
け
て
い
る
と
い
う
活
動
︶
が
︑
個
々
の
知
性
に
お
い
て
は
そ
の
「
様
態
」
と
し
て
︑
あ
る
い

は
「
模
造
」
と
し
て
︑
限
定
さ
れ
具
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
︑
神
の
知
性
の
能
動

的
活
動
に
派
生
的
な
分
有
︵derivative participation

︶
を
行
う
こ
と
で
︑
感
覚
に
お
い
て
普
遍
的
対
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
る ︵

11
︶︒

「
知
性
と
そ
の
認
識
対
象
︵Intellect and the thing know

n

︶
は
︑
真
に
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
知
性
作
用
の
対

象
は
︑
精
神
そ
れ
自
体
の
様
態
︵m
odification
︶
だ
か
ら
で
あ
る
」︵EIM

 3. 3. 4.

︶
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
権
威
に
基
づ
い
て
カ
ド

ワ
ー
ス
が
言
う
と
き
︑
こ
れ
は
︑
そ
の
関
係
づ
け
る

0

0

0

0

0

と
い
う
統
一
的
活
動
の
側
面
を
強
調
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

む
す
び
と
し
て
│
│
哲
学
史
の
観
点
か
ら

　

さ
て
︑
以
上
の
よ
う
に
︑
知
性
は
そ
の
能
動
的
活
動
に
本
領
が
あ
り
︑
そ
し
て
そ
れ
が
感
覚
的
対
象
を
関
係
づ
け
て
い
る
と
き
︑
そ

の
対
象
が
何
で
あ
る
か
が
認
識
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
認
識
の
成
立
の
主
導
権
は
︑
外
界
で
は
な
く
精
神
の
側
に
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
意
味
で
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
認
識
論
は
の
ち
の
カ
ン
ト
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
︒
事
実
︑
古
く
か
ら
こ
の
類
似
点
は
指
摘
さ
れ
て
き
た

︵A
lbee (1924) 267

︶︒A
lbee

に
よ
れ
ば
︑
カ
ン
ト
へ
の
直
接
的
な
影
響
関
係
は
な
い
に
し
て
も ︵
12
︶︑
の
ち
の
哲
学
者
に
一
定
の
影
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一

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て
（
竹
中
）

響
を
及
ぼ
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　

最
後
に
︑
本
稿
の
所
期
の
目
的
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
認
識
論
か
ら
バ
ー
ク
リ
に
つ
な
が
る
あ
る
系
譜
を
見
い
だ
し
て
お
き
た
い
︒
こ
れ
ま

で
の
カ
ド
ワ
ー
ス
の
生
得
説
を
踏
ま
え
て
バ
ー
ク
リ
の
「
思
念
」
を
ふ
り
返
る
と
︑
い
く
つ
か
の
共
通
点
︑
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
て
よ

け
れ
ば
︑
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
特
徴
が
見
い
だ
せ
る
︒
ま
ず
︑
バ
ー
ク
リ
の
「
思
念
」
と
カ
ド
ワ
ー
ス
の
「
思
念
」
に
は
同
様
な
分
類

が
見
い
だ
さ
れ
た
︵「
能
動
的
な
存
在
者
や
そ
の
作
用
」
と
「
関
係
」︶︒
ま
た
︑
バ
ー
ク
リ
も
カ
ド
ワ
ー
ス
も
︑
抽
象
す
る
こ
と
で
「
思

念
」
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く
︑「
反
省
」
に
基
づ
い
て
「
思
念
」
を
も
つ
と
論
じ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑「
思
念
」
に
は
能
動
性
が
含
ま
れ

る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
両
者
に
見
て
取
れ
る
共
通
点
で
あ
る
︒
パ
ス
モ
ア
も
︑
興
味
深
い
こ
と
に
︑
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る

観
念
と
「
思
念
」
の
対
比
を
参
照
し
な
が
ら
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
感
覚
と
思
念
の
対
比
を
解
説
し
て
い
る
︵Passm

ore (1951) 32

︶︒
ま

た
︑
バ
ー
ク
リ
は
「
思
念
」
を
﹃
サ
イ
リ
ス
﹄
に
お
い
て
想
起
説
︵anam

nesis

︶
に
基
づ
い
て
議
論
し
て
い
る
︵
拙
論
︑
竹
中
︵
二
〇

二
一
︶︶︒
同
様
に
し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
は
︑
生
得
的
な
「
能
動
的
活
動
」
が
普
遍
的
対
象
を
手
に
す
る
こ
と
を
想
起
説
と
し
て
論
じ
て
も

い
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
共
通
点
は
あ
る
も
の
の
︑
い
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
点
も
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
神
の
精
神
と
わ

れ
わ
れ
の
精
神
の
関
係
で
あ
る
︒
カ
ド
ワ
ー
ス
は
分
有
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
た
も
の
の
︑
バ
ー
ク
リ
の
﹃
人
知
原
理
論
﹄
に
は
こ
う

し
た
説
明
は
な
い
︵
本
稿
︑
第
一
節
︶︒
と
は
い
え
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
︑
ま
っ
た
く
手
掛
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
じ
っ
さ
い
︑

パ
ス
モ
ア
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
バ
ー
ク
リ
は
「
神
の
精
神
に
お
け
る
観
念
」
を
「
原
型
」︵D

H
P 3 248, 254

︶
と
呼
び
︑
わ
れ
わ
れ

の
心
に
は
そ
の
「
模
造
」
が
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
︵Passm

ore (1951) 37

︶
あ
る
い
は
︑
そ
れ
と
と
も
に
︑
バ
ー
ク
リ
の
愛
唱
句
「
わ

れ
わ
れ
は
神
に
お
い
て
生
き
︑
動
き
︑
存
在
す
る
」︵﹃
使
徒
行
伝
﹄
第
一
七
章
︶
は
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
と
同
様
な
議
論
の
可
能
性
を
示
唆
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
か
ら
バ
ー
ク
リ
へ
と
い
う
あ
る
種
の
プ
ラ
ト
ン

主
義
的
な
系
譜
も
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
に
は
︑
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
︑
神
の
精
神

と
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
の
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
︒

＊ 

カ
ド
ワ
ー
ス
の
文
献
は
︑﹃
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
﹄
に
つ
い
て
は
︑C

udw
orth, R

. (1678). The true intellectual system
 of the universe: 



七
二

w
herein all the reason and philosophy of atheism

 is confuted, and its im
possibility dem

onstrated, w
ith a treatise concerning eternal and 

im
m

utable m
orality. to w

hich are added, the notes and dissertations of D
r. J. L. M

osheim
, translated by J. H

arrison 3vols., London, 
Printed for T. Tegg, 1845

を
参
照
し
た
︒
ま
た
︑﹃
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る
論
考
﹄
は
次
の
著
作
を
参
照
︒C

udw
orth, R

. (1731). A 
Treatise C

oncerning Eternal and Im
m

utable M
orality and a Treatise of Freew

ill, edited by S. H
utton. C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity 
Press, 1996.　

引
用
の
さ
い
に
は
︑﹃
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
﹄
の
場
合
に
は
︑
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
番
号
を
︑﹃
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る

論
考
﹄
の
方
は
︑
巻
数
と
章
数
と
節
数
を
書
い
た
︒
ま
た
︑
慣
例
に
従
い
︑
以
下
の
よ
う
な
略
記
号
を
用
い
た
︒

　
﹃
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
﹄:TIS

　
﹃
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る
論
考
﹄:EIM

　

 

バ
ー
ク
リ
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
い
る
︒The W

orks of G
eorge Berkeley Bishop of C

loyne, 9 vols., ed. by Luce, 
A

. A
. and Jessop, T. E., London, Thom

as N
elson and Sons., 1948 -1957.  

引
用
の
さ
い
は
︑﹃
人
知
原
理
論
﹄
に
つ
い
て
は
セ
ク
シ
ョ
ン
番

号
を
︑﹃
ハ
イ
ラ
ス
と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
三
つ
の
対
話
篇
﹄
に
つ
い
て
は
対
話
番
号
と
ペ
ー
ジ
番
号
を
示
し
た
︒
こ
こ
で
は
慣
例
に
倣
っ
て
以
下
の
省
略

記
号
を
使
用
し
た
︒

　
﹃
人
知
原
理
論
﹄:PH

K

　
﹃
ハ
イ
ラ
ス
と
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
三
つ
の
対
話
篇
﹄:D

H
P

︹
付
記
︺

　

本
研
究
は
︑
二
〇
一
九
年
度
~
二
〇
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
「
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
系
譜
│
バ
ー
ク
リ
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
比
較
研
究
」︵
課
題
番
号19K

12972

︑
研
究
代
表
者
:
竹
中
真
也
︶
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

注

︵
1
︶ 

バ
ー
ク
リ
が
﹃
サ
イ
リ
ス
﹄
に
お
い
て
論
じ
た
思
念
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
︵
竹
中
︵
二
〇
二
一
︶︶
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

︵
2
︶ 

ス
ト
ラ
ボ
ン
︵G

eography

︵﹃
地
理
誌
﹄︶X

V
I C

h. 16 S. 24/C
757

︶Strabo, G
eography, books 1 -17 in 8 volum

es (Loeb 
C

lassical Library)

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
カ
ド
ワ
ー
ス
は
参
照
し
︑
原
子
論
の
起
源
を
デ
モ
ク
リ
ト
ス
以
前
の
モ
コ
ス
︵M

okus

︶
に
帰
す

る
︒
つ
ま
り
原
子
論
は
︑
ト
ロ
イ
ア
戦
争
以
前
に
生
ま
れ
た
シ
ド
ン
人
の
モ
コ
ス
に
よ
る
と
す
る
︵
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ



七
三

カ
ド
ワ
ー
ス
と
バ
ー
ク
リ
に
お
け
る
「
思
念
」
に
つ
い
て
（
竹
中
）

イ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
も
﹃
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
﹄
の
開
巻
直
後
で
言
及
し
て
い
る
︶︒
そ
し
て
カ
ド
ワ
ー
ス
は
こ
の
モ
コ
ス
こ
そ
モ
ー
ゼ
で
あ
る
と

解
釈
し
て
︑
モ
ー
ゼ
を
有
神
論
的
原
子
論
者
と
理
解
し
︑
そ
の
学
説
が
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
か
ら
プ
ラ
ト
ン
︵﹃
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
﹄︶
な
ど
ギ
リ
シ
ア
の
哲

学
者
へ
と
伝
達
さ
れ
た
と
言
う
︵TIS 1 20 -21

︶︒

︵
3
︶ 

も
ち
ろ
ん
こ
の
原
子
の
運
動
の
受
動
の
結
果
と
し
て
︑
情
念
︵passion

︶
も
生
じ
る
︒

︵
4
︶ 

学
問
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
参
照
し
な
が
ら
︑
以
下
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
︵TIS 2 89 -90

︶︒
自
然
学
︵Physiology

︶︑
幾
何
学
な
い

し
純
粋
数
学
︵Pure M

athem
atics

︶︑
神
学
な
い
し
形
而
上
学
︵Theology or M

etaphysics

︶
で
あ
る
︒
自
然
学
は
「
質
料
か
ら
分
離
不
可

能
で
あ
り
可
動
的
で
あ
る
」︒
幾
何
学
な
い
し
純
粋
数
学
は
「
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
可
動
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
た
め

に
は
真
に
質
料
か
ら
分
離
不
可
能
で
あ
る
」︒
第
三
に
︑「
不
動
で
質
料
か
ら
分
離
可
能
で
あ
る
」︑
す
な
わ
ち
「
非
物
体
的
な
不
動
な
実
体
」
に
関

わ
る
︵TIS 2 89

︶︒
こ
う
し
た
分
類
は
ト
マ
ス
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
「
分
離
可
能
」
や
「
分
離
不
可
能
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
抽

象
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
受
動
知
性
や
能
動
知
性
の
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

︵
5
︶ 

「
カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
は
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
教
説
や
彼
の
中
世
の
学
説
に
似
て
い
る
が
︑
そ
の
淵
源
は
プ
ロ
テ
ィ
ヌ
ス
に
あ
る
」︵C

arré 
(1953) 348

︶︒
し
た
が
っ
て
カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
は
新
プ
ラ
ン
ト
ン
主
義
的
と
も
言
え
る
︒

︵
6
︶ 

知
性
の
対
象
は
︑
離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
な
く
︑
自
分
自
身
の
内
に
あ
る
︒
感
覚
知
覚
が
外
部
か
ら
直
線
的
に
起
こ
る
の
に
対
し
て
︑
知
性
認
識
は

「
お
の
れ
自
身
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
続
け
る
円
」︵EIM

 3. 3. 4

︶
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
「
反
省
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒

︵
7
︶ 

「
カ
ド
ワ
ー
ス
と
モ
ア
は
明
ら
か
に
経
験
に
先
立
っ
て
精
神
に
内
在
す
る
観
念
を
否
定
し
て
い
る
︒
生
得
的
な
も
の
は
感
覚
的
経
験
を
機
縁
と
し

て
喚
起
さ
れ
る
能
動
的
活
動
で
あ
る
」︵Stanciu (2005) 852

︶︒

︵
8
︶ 

じ
っ
さ
い
カ
ド
ワ
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
︒「
こ
の
こ
と
か
ら
︑
す
べ
て
の
知
性
は
︑
万
物
を
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
す
る
た
め
の
形
相
や
観
念

を
た
え
ず
そ
な
え
て
い
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
普
遍
的
な
知
識
の
種
︵seeds

︶
が
一
度
に
い
た
る
と
こ
ろ
で
押
し
付
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
︑
互
い

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
晰
な
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
︑
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
ま
さ
に
同
じ
観
念
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
」︵EIM
 4. 4. 12.

︶︒

︵
9
︶ 

「
知
識
は
判
断
︵
感
覚
は
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︶︑
普
遍
性
︑
そ
し
て
必
然
性
を
要
求
す
る
」︵
他
方
で
︑
感
覚
は
わ
れ
わ
れ
に
個
別

性
と
偶
然
性
し
か
示
さ
な
い
︶」︵Stanciu (2005) 851

︶︒

︵
10
︶ 

関
係
は
能
動
的
な
作
用
を
含
む
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
関
係
の
認
識
は
︑
人
工
物
だ
け
で
な
く
自
然
物
に
も
可
能
で
あ
る
︒
関
係
は
た
ん
に
任
意

の
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
い
︵EIM

 4. 2. 11

︶︒



七
四

︵
11
︶ 

も
し
カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
が
そ
う
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
「
神
に
お
い
て
万
物
を
見
る
こ
と
︵W

e see all 
things in G

od

︶」
と
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
場
合
︑
こ
の
神
の
叡
智
的
延
長
の

も
と
数
学
的
な
認
識
が
成
立
す
る
の
に
対
し
て
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
の
そ
れ
は
関
係
概
念
で
あ
り
価
値
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張
を
思

い
起
こ
す
な
ら
︑
デ
カ
ル
ト
由
来
の
数
学
重
視
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
︑﹃
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
﹄
に
重
点
を
置
く
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
対
比
と
も
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
物
体
な
い
し
身
体
の
因
果
関
係
に
も
神
の
介
在
を
認
め
る
の
が
機
会
原
因
論
で
あ
る
が
︑
カ
ド
ワ
ー
ス
で
は
そ
う
は

な
っ
て
い
な
い
︒
と
も
あ
れ
︑
こ
こ
で
の
カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
は
機
会
原
因
論
に
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
︒

︵
12
︶ 

カ
ド
ワ
ー
ス
の
著
作
が
直
接
的
に
カ
ン
ト
に
影
響
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
経
由
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
理
さ
れ
る

︵A
lbee (1924) 268

︶︒
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