
哲
学
と
イ
メ
ー
ジ

哲
学
は
分
か
り
に
く
い
。

そ
の
た
め、

こ
の
学
問
に
は、

ど
こ
か
う
さ
ん
臭
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る。

そ
の

原
因
の
一
っ
に
は、

こ
の
学
問
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
む
す
び
に
く
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

カ
ン
ト

(
1
7
2
4
|
1
8
0
4)

で
あ
れ、

ヘ
ー
ゲ
ル
(
1
7
7
0

|
1
8
3
1)

で
あ
れ、

ハ
イ
デ
ガ
ー
(
1
8
8
9

-
1
9
7
6)

で
あ
れ、

そ

の
理
論
は
高
度
に
抽
象
的
な
言
業
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る。

そ
れ
ら
の
言
葉
は、

た
し
か
に
ど
れ
を
と
っ
て
も

な
じ
み
に
く
い
。

抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
ほ
ど、

言
葉
は
そ
れ
だ
け
イ
メ
ー
ジ
化
が
困
難
な
も
の
に
な
り、

理
解

の
い
と
ぐ
ち
を
見
失
わ
せ
る。

哲
学
を
分
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
張
本
人
は、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
前
3
8
4
|

3
2
2)

で
は
な
か
っ
た
か、

と
思
う
こ
と
が
あ
る。

た
と
え
ば、

彼
の
『
形
而
上
学』

の
有
名
な
く
だ
り
は、

こ

ん
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る。

存
在
を
存
在
と
し
て
研
究
し、

ま
た
こ
れ
に
自
体
的
に
属
す
る
も
の
ど
も
を
研
究
す
る
―
つ
の
学
が
あ
る。

こ
の
学
は、

い
わ
ゆ
る
部
分
的
〔
特
殊
的〕

諸
学
の
う
ち
の
い
ず
れ
の
一
っ
と
も
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

と
い

哲
学

そ
の
分
か
り
に
く
さ

序
章



と
こ
ろ
が、
こ
れ
に
対
し
て、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
師
に
あ
た
る
プ
ラ
ト
ン
（
前
4
2
8
\
4
2
7

|
3
4
8
\
3
4
7)

は、

自
分
の
哲
学
を
も
っ
と
平
明
な
言
葉
で
語
っ
て
い
る。
プ
ラ
ト
ン
は
分
か
り
や
す
い、
な
ど
と
言
う
と、
プ
ラ
ト

ン
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
方
々
か
ら
は
叱
ら
れ
そ
う
だ
が、
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
が
語
る
言
葉
は、
私
た
ち

も
っ
と
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
を

う
の
は、
他
の
諸
学
の
ど
の―
つ
も、
存
在
を
存
在
と
し
て一
般
的
に
考
察
し
な
い
で、
た
だ
そ
れ
の
あ
る
部

分
を
抽
出
し、
こ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
に
付
帯
す
る
属
性
を
研
究
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る。
た
と
え
ば、

数
学
的
諸
学
が
そ
う
で
あ
る。
さ
て、
我
々
が
原
理
を
尋
ね
最
高
の
原
因
を
求
め
て
い
る
か
ら
に
は、
明
ら
か

に
そ
れ
ら
は
あ
る
自
然
〔
実
在〕
の
原
因
と
し
て
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

（『
形
而
上
学』
第
四
巻
第一
章）

こ
の
文
章
は、
哲
学
と
い
う
学
問
の
性
格
を、
他
の
学
問
と
の
相
違
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の

だ
が、
こ
の
文
章
か
ら
な
ん
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
く
こ
と
の
で
き
る
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か。
こ

の
文
章
は、
た
だ―
つ
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る。
哲
学
と
い
う
学
問
は、
他
の
学
問
と
は
違
っ
て、

在
を
存
在
と
し
て
研
究
す
る」
学
問
で
あ
る、
と。
し
か
し、
「
存
在
を
存
在
と
し
て
研
究
す
る」
と
は、

た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か。

「
存

い
っ
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に
は
な
じ
み
や
す
い。
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
は、
実
に
豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る。
読
者
諸
賢
の
な
か
に
は、

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
を
読
ん
で
哲
学
に
関
心
を
持
っ
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

だ
が、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
か
き
た
て
ら
れ
た
哲
学
へ
の
関
心
や
期
待
は、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ヘ
と
読
み
進
む

と
き、
と
た
ん
に
打
ち
砕
か
れ
る。
も
ち
ろ
ん、
た
だ
難
解
だ
と
い
う
だ
け
で
そ
の
哲
学
者
を
責
め
る
の
は
正
し

く
な
い。
未
到
の
道
で
あ
れ
ば、
楽
な
道
で
な
い
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う。
し
か
し、
当
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は、
『
形
而
上
学』
の
な
か
で
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る。

講
義
は
相
手
の
習
性
の
い
か
ん
に
応
じ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る。
と
い
う
の
も、
人
々
は
自
分
の
慣
れ
て

い
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
か
ら
で
あ
り、
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
は、
親
し
み
に
く
く
感
じ
ら
れ
る
だ

け
で
な
く、
不
恨
れ
で
あ
る
が
た
め
に
ま
す
ま
す
理
解
し
に
く
く、
そ
し
て
ま
す
ま
す
奇
異
に
感
じ
ら
れ
て
く

る
か
ら
で
あ
る。
な
ぜ
な
ら
慣
習
は
理
解
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る。

伝
達
と
理
解

自
分
の
思
想
を
泄
の
人
々
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば、
語
り
手
は、
相
手
に
な
じ
み
や
す
い
言
葉
で

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
恨
れ
は
も
の
ご
と
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
い
と
ぐ
ち
な
の
だ。
た
し
か
に、
ど

（
同
前、

第
二
巻

第
三
章）



ん
な
学
間
で
も
そ
う
だ
が、

そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
自
身
が
そ
の
思
考
体
系
に
慣
れ
る
訓
練
を
し、

努
力
を
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る。

し
か
し、

そ
の
た
め
に
は、

な
ん
ら
か
の
と
っ
か
か
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

そ
し
て、

こ
の
と
っ
か
か
り
は、

私
た
ち
の
慣
習
的
思
考
と
共
通
の
根
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

階
段
を
昇
る
の
は
私
た
ち
自
身
だ
が、

こ
の
階
段
の
第
一

歩
は
私
た
ち
に
通
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば、

パ
ン
ダ
を
見
た
こ
と
の
な
い
人
に
「
パ
ン
ダ」

と
い
う
言
葉
の
意
味
を
説
明
す
る
に
は、

ど
う
し

た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か。
「
そ
れ
は
白
い
熊
に
似
て
い
て、

両
眼
の
ま
わ
り
と
両
足
に
は
黒
い
模
様
が
あ
る
動
物
で

あ
る」

と
言
っ
た
と
し
よ
う。

だ
が、
「
白
い
」

「
熊」
「
眼
」

「
足」
「
黒
い
」
「
動
物
」

な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
あ

る
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
に
対
し
て
は、

こ
の
説
明
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
。

理
解
の
い
と
ぐ
ち
を
与
え
る
の
は、

私
た
ち
の
慣
れ
親
し
ん
だ
言
葉、

具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
す
る
言
葉
で

あ
る。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
こ
そ、

私
た
ち
は
異
質
な
思
考
体
系
の
な
か
に
も
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る。

視
覚
の
効
用

そ
の
場
合、

と
り
わ
け
有
効
な
の
は、

視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
む
す
び
つ
い
た
言
葉
で
あ
る。

ス
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る。

そ
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
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す
べ
て
の
人
間
は、

生
ま
れ
つ
き、

知
る
こ
と
を
欲
す
る
。

そ
の
証
拠
と
し
て
は、

感
官
知
覚
〔
感
覚〕

ヘ

の
愛
好
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も、

感
覚
は、

そ
の
効
用
を
抜
き
に
し
て
も、

す
で
に
感
覚
す
る
こ
と
そ

れ
自
体
の
た
め
に
さ
え
愛
好
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し、

こ
と
に
そ
の
な
か
で
も
最
も
愛
好
さ
れ

る
の
は、

眼
に
よ
る
そ
れ
〔
す
な
わ
ち
視
覚〕

で
あ
る
。

思
う
に
我
々
は、

た
だ
単
に
行
為
し
よ
う
と
し
て
だ

け
で
は
な
く、

ま
っ
た
＜
何
も
行
為
し
よ
う
と
も
し
て
い
な
い
場
合
に
も、

見
る
こ
と
を、

い
わ
ば
他
の
す
べ

て
の
感
覚
に
ま
さ
っ
て
選
び
好
む
も
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は、

見
る
こ
と
が、

他
の
ど
ん
な
感
覚
よ
り
も
最

も
よ
く
我
々
に
も
の
ご
と
を
認
知
さ
せ、

そ
の
種
々
の
差
異
相
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
同
前、
第一
巻
第一
章）

そ
し
て
イ
メ
ー

イ
メ
ー
ジ

こ
ん
な
と

こ
う
述
べ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
か
ら、

彼
自
身
が
も
っ
と
私
た
ち
に
な
じ
み
や
す
い
、

ジ
を
喚
起
す
る
言
葉
を
使
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か。

た
し
か
に
彼
も
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば、

い
わ
ゆ
る
「
四
原
因
の
説」

な
ど
は、

家
の
建
築
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
と
む
す
び
つ
い
た
仕
方
で
説
明
さ
れ
て
い
て、

そ
の
た
め

に
こ
の
説
は
わ
り
あ
い
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し、

そ
う
し
た
若
干
の
例
を
別
に
す
れ
ば、

彼
が
説
明
の
た
め
に
用
い
る
言
葉
は、

と
う
て
い
イ
メ
ー
ジ
に
富
む
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。

こ
れ
は
な
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く、

お
お
む
ね
哲
学
者
と
い
う
人
種
は、

を
駆
使
す
る
こ
と
が
不
得
手
な
人
種
で
あ
る
。

哲
学
を
分
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
原
因
は、



カ
ン
ト
の
方
針
転
換

私
が
残
念
に
思
う
の
は、
近
代
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判』
を
執
筆
し
て
い
る
間
に
お

こ
な
っ
た―
つ
の
方
針
の
転
換
で
あ
る。
彼
は
当
初、
自
分
の
思
想
を
明
瞭
な
も
の
に
す
る
た
め
に、
「
実
例
や

そ
の
他
の
具
休
的
説
明」
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て
い
た。
そ
し
て
実
際
に
初
稿
に
は、
そ
う
し
た
実
例
や

こ
う
か
ん

具
体
的
説
明
を
書
き
込
ん
で
い
た
と
い
う。
し
か
し
彼
は、
た
だ
で
さ
え
浩
潮
に
な
る
こ
と
が
確
実
な
こ
の
書
物

（
ち
な
み
に、
『
純
粋
理
性
批
判』
の
日
本
語
訳
は、
文
庫
版
で
合
計
九
0
0
ペ
ー
ジ
近
く
に
も
な
る）
が、
さ
ら

に
厖
大
な
も
の
に
な
っ
て
読
者
に
全
体
的
な
見
通
し
を
失
わ
せ、
か
え
っ
て
分
か
り
に
く
い
も
の
に
な
る
こ
と
を

お
そ
れ
て、
結
局
は
そ
れ
ら
を
削
除
し
て
し
ま
っ
た
（
第一
版
序
文）。

カ
ン
ト
の
こ
の
方
針
の
転
換
が
は
た
し
て
正
し
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は、
現
に
私
た
ち
に
残
さ
れ
た
こ
の
書
物

そ
の
も
の
が
物
語
っ
て
い
る。
こ
の
書
物
は、
哲
学
史
上
の
重
要
文
献
の一
っ
と
さ
れ
な
が
ら
も、
と
つ
つ
き
に

く
い
難
解
な
書
物
と
し
て
知
れ
わ
た
っ
て
い
る。
そ
の
無
味
乾
燥
な
文
体
は、
眼
れ
な
い
夜
の
睡
眼
薬
代
わ
り
に

う
っ
て
つ
け
の
代
物
で
あ
る。
こ
う
も
と
つ
つ
き
に
く
い
の
は、
そ
こ
に
実
例
や
具
体
的
な
説
明
が
乏
し
く
（
皆

無
で
は
な
い
が）、
文
章
に
イ
メ
ー
ジ
が
む
す
び
つ
き
に
く
い
か
ら
で
あ
る。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、
こ
の
書
物
が
哲
学
の
古
典
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は、

こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い。

そ
れ
が
リ
ア
ル
な
思
想
的
内
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実
を
含
ん
で
い
る
た
め
だ
が、
た
だ
彼
は
そ
れ
を
簡
潔
に
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
術
を
知
ら
な
か
っ
た。
思
想
の
内
容

そ
の
も
の
が
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
た
め
に、
そ
れ
が
困
難
だ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う。
し
か
し
カ
ン
ト

の
思
想
は、
も
と
も
と、
実
例
や
具
体
的
な
説
明
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
の
で
き
る
具
象
性
と
現
実
性
を
そ
な
え
た

も
の
で
あ
っ
た。
カ
ン
ト
は

i
み
ず
か
ら
認
め
て
い
る
よ
う
に、
そ
れ
を
効
果
的
に
提
示
す
る
才
能
を
持
た
な

か
っ
た
の
で
あ
る。
イ
メ
ー
ジ
を
駆
使
す
る
こ
と
が
不
得
手
だ
っ
た
と
い
う
点
で
は、
カ
ン
ト
も
典
型
的
な
「
哲

学
者」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
〈
難
解
さ〉

哲
学
を
分
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
原
因
は、
し
か
し
私
た
ち
の
側
に
も
あ
り
そ
う
だ。
分
か
り
や
す

い
も
の
は
哲
学
で
は
な
い、
と
い
う
偏
見
|
—
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
に
言
え
ば
「
難
解
さ
を
難
解
さ
と
し
て
研
究

す
る」
の
が
哲
学
で
あ
る、
と
考
え
る
偏
見
に、
私
た
ち
は
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か。
哲
学
者
が
説

明
の
た
め
に
差
し
出
す
比
喩
や
寓
意
を、
な
に
か
非
哲
学
的
な
も
の
と
見
な
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は、
特
に
専
門
の
研
究
者
の
う
ち
に
深
く
根
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
カ
ン
ト
の

『
純
粋
理
性
批
判』
以
上
に
難
解
な、
『
純
粋
理
性
批
判』
に
関
す
る
研
究
論
文
が、
鋸
年、
陸
続
と
生
産
さ
れ
る

と
い
う
の
が
現
状
な
の
だ。

ま
た、
哲
学
事
典
や
概
説
書
の
た
ぐ
い
も、
（
簡
潔
さ
を
売
り
も
の
に
す
る
以
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
が）
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寓
意
や
例
示
や
比
喩
を
あ
ま
り
取
り
上
げ
な
い。
し
か
し
こ
れ
で
は、
せ
っ
か
く
差
し
出
さ
れ
た
理
解
の
鍵
を
み

ず
か
ら
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る。
難
解
な
概
念
を
平
易
な
概
念
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
は、
ど

う
し
て
も
限
界
が
あ
る。
だ
か
ら
活
字
の
森
を
探
索
す
る
労
力
を
惜
し
ま
な
け
れ
ば、
概
説
書
な
ど
を
読
む
よ
り

も、
直
接
原
典
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
翻
訳
本
で
も
か
ま
わ
な
い）
に
向
か
っ
た
ほ
う
が
よ
く
分
か
る、
と
い
う
場

合
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る。

私
が
こ
の
本
で
ね
ら
っ
た
の
は、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
が
差
し
出
し
た
寓
意
や
比
喩
を
蒐
集
し
て、
哲
学
に
お

け
る
イ
メ
ー
ジ
の
系
譜
学
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
作
る
こ
と
で
あ
る。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が、
言

葉
の
森
に
紛
れ
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
も
の
も
あ
る。
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
手
掛
か
り
と
し
て
役
に
立
つ
も
の
を

拾
い
集
め、
古
典
的
な
哲
学
文
献
を
系
統
だ
て
て
読
み
解
い
て
み
た
い。
こ
れ
は
私
自
身
の
理
解
の
た
め
で
も
あ

る。こ
の
作
業
は、
た
だ
単
に
哲
学
の
入
口
へ
と
私
た
ち
を
導
く
だ
け
の
も
の
で
は
な
い。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に、

哲
学
思
想
の
核
心
部
へ
と
至
る
道
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る。

そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
が
差
し
出
す
イ
メ
ー
ジ
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
様
式
と
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
い
て、
そ

の
思
想
の
原
初
的
な
深
部
を
形
づ
く
つ
て
も
い
る。
哲
学
事
典
の
項
目
に
あ
る
よ
う
な
難
解
な
術
語
が
ま
ず
先
に

イ
メ
ー
ジ
の
系
譜
学
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哲
学
者
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い。
は
じ
め
に
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り、
術
語
に
よ
る
概
念
化
は
そ
の
あ

と
の
こ
と
で
あ
る。

カ
ン
ト
の
正
統
の
後
継
者
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
た
哲
学
者
に、
フ
ィ
ヒ
テ
(1762
|1814)
が
い
る。
彼
は

カ
ン
ト
以
上
に
無
味
乾
燥
な
文
体
で
自
ら
の
哲
学
体
系
を
展
開
し
た
哲
学
者
で
あ
る
が、
そ
の
フ
ィ
ヒ
テ
で
さ
え、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る。

私
は
固
定
的
な
術
語
を
で
き
る
だ
け
避
け
よ
う
と
し
た°
|
�
固
定
的
な
術
語
は、
文
字
に
こ
だ
わ
る
人
が

す
べ
て
の
体
系
か
ら
そ
の
精
神
を
奪
い、
体
系
を
無
味
乾
燥
な
骸
骨
に
変
え
る
格
好
の
手
段
で
あ
る。
私
は
将

来、
体
系
に
手
を
加
え
る
場
合
に
も、
そ
の
最
終
的
な
完
全
な
叙
述
に
至
る
ま
で、
こ
の
格
率
〔

11

行
動
原
則〕

を
忠
実
に
守
る
だ
ろ
う。
（
中
略）
私
た
ち
は、
も
の
ご
と
の
つ
な
が
り
か
ら
説
明
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い。
そ
し
て、
個
々
の
命
題
を
厳
密
に
限
定
す
る
ま
え
に、
ま
ず
全
体
の
展
望
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う。

術
語
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

（『
全
知
識
学
の
基
礎』
序
文）
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イ
メ
ー
ジ
と
表
現

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
全
体
の
展
望」
を
「
全
体
の
イ
メ
ー
ジ」
と
置
き
換
え
て
も
よ
い。
ま
ず
は
じ
め
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
は
そ
れ
で
あ
り、
概
念
や
命
題
に
よ
る
説
明
は、
そ
の
あ
と
の
こ
と
な
の
で
あ
る。

術
語
も
結
局
の
と
こ
ろ
は、
説
明
の
た
め
の―
つ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い。
え
て
し
て
術
語
が
難
屏
な
も
の
に
な

る
の
は、
こ
の
概
念
化
の
限
界
を
踏
み
越
え
て、
語
り
得
ぬ
も
の
を
あ
え
て
語
ろ
う
と
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る。

フ
ィ
ヒ
テ
は、
固
定
的
な
術
語
は
用
い
な
い
と
い
う
原
則
を
掲
げ
な
が
ら、
し
か
し
概
念
化
の
手
続
き
に
は
こ

だ
わ
り
続
け
た。
だ
が、
思
想
の
内
奥
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
忠
実
に
語
り
出
す
と
い
う
点
で
は、
む
し
ろ
比
喩
や

寓
意
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か。
あ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え、
「
形
相
ー
質
料」、

「
可
能
態
ー
現
実
態」
と
い
っ
た
彼
の
主
要
概
念
に
関
し
て
は、
そ
の
内
実
を
比
喩
に
よ
っ
て
示
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る。

一
般
に
人
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
定
義
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
て、
〔
場
合
に
よ
っ
て
は〕
た

だ
類
比
関
係
を
ひ
と
目
見
る
だ
け
で
満
足
す
べ
き
で
あ
る。
〔
た
と
え
ば
現
実
態
と
可
能
態
の
場
合
に
は〕
現

に
建
築
し
て
い
る
も
の
が
建
築
で
き
る
も
の
に
対
し、
目
覚
め
て
い
る
も
の
が
眼
っ
て
い
る
も
の
に
対
し、
現

に
見
て
い
る
も
の
が
視
力
を
も
っ
て
は
い
る
が
目
を
閉
ざ
し
て
い
る
も
の
に
対
し、
あ
る
材
料
か
ら
形
作
ら
れ
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も
っ
と
も、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は、

反
対
意
見
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
代
表
格
は、

ト、

フ
ィ
ヒ
テ
に
続
い
て
十
九
世
紀
前
半
の
思
想
界
を
リ
ー
ド
し
た、

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
見
解
で
あ

る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
え
ば、

ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
完
成
者
と
目
さ
れ、

一

切
合
切
を
概
念
的
な
論
理
の
網
の
な

か
に
か
ら
め
と
ろ
う
と
し
て、

き
わ
め
て
難
解
な
哲
学
体
系
を
構
築
し
た
哲
学
者
で
あ
る
が、

そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

哲
学
が
難
解
な
―

つ
の
理
由
は、

人
々
が
抽
象
的
に
思
考
す
る
こ
と、

つ
ま
り
純
粋
な
思
想
を
し
っ
か
り
つ

か
ま
え
て
こ
れ
ら
の
う
ち
で
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る。

こ
れ
は、

そ
も
そ
も
不
慣
れ
か
ら
に
す
ぎ

哲
学
の
流
儀

た
も
の
が
そ
の
材
料
に
対
し、

完
成
し
た
も
の
が
未
完
成
な
も
の
に
対
し
て、

と
い
っ
た
類
比
関
係
を
。

（
『
形
而
上
学』

第
九
巻

第
六
章）

こ
ん
な
ふ
う
に
語
る
か
ぎ
り
で
は、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
や
は
り
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
な
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
も
っ
と
比
瞼
や
寓
意
の
才
能
が
あ
っ
た
ら、

彼
の
哲
学
も、

そ
の
後
の
西
洋
哲
学
の
流
れ
も、

だ
い
ぶ

違
っ
た
形
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

カ

ン
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な
い。
（
中
略）
哲
学
の
分
か
り
に
く
さ
の
も
う―
つ
の
理
由
は、
思
想
や
概
念
と
し
て
意
識
の
う
ち
に
あ
る

も
の
を
あ
く
ま
で
も
表
象
の
形
で
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
不
精
さ
に
あ
る。
あ
る
概
念
を
理
解
は
し
た
が、

そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
考
え
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
る。
だ
が、
概
念
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は、
概
念
そ
の
も
の
以
外
の
何
も
の
を
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い。
そ
ん
な
こ
と
を

言
う
者
の
真
意
は、
す
で
に
熟
知
さ
れ
た
表
象
へ
の
渇
望
に
あ
る。
こ
の
意
識
は、
表
象
と一
緒
に、
自
分
が

こ
れ
ま
で
居
心
地
よ
く
立
っ
て
い
た
堅
固
な
地
盤
が
取
り
去
ら
れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
の
で
あ
る。

（『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー』
第
三
版
三）

ヘ
ー
ゲ
ル
は
面
白
い
哲
学
者
で
あ
る。
哲
学
と
い
う
学
問一
般
の
特
徴
を
論
じ
な
が
ら、
自
分
の
哲
学
体
系
の

分
か
り
に
く
さ
に
対
す
る
自
己
弁
解
を
そ
こ
に
織
り
込
ん
で
い
る。
し
か
も、
そ
の
言
葉
は
決
し
て
分
か
り
に
く

い
も
の
で
は
な
い。

そ
れ
は
さ
て
お
き、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り、
も
の
ご
と

を
表
象
（
広
い
意
味
で
の
イ
メ
ー
ジ）
の
形
で
知
る
こ
と
と、
そ
れ
を
概
念
の
形
で
知
る
こ
と
と
は、
ま
っ
た
＜

異
な
っ
て
い
る。
も
の
ご
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
だ
け
な
ら
「
普
通
の
意
識」
に
も
で
き
る
が、
こ
の
イ
メ
ー
ジ

を
さ
ら
に
概
念
に
変
え
て、
イ
メ
ー
ジ
の
意
味
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
哲
学
で
あ
り、
し
た
が
っ
て
哲
学

に
は
「
哲
学
に
特
有
の
認
識
の
仕
方」
（
同
前、
四）
が
要
求
さ
れ
る。
し
た
が
っ
て
ま
た、
哲
学
を
理
解
す
る

の
に
も

I
ち
ょ
う
ど
靴
を
作
る
た
め
に
は
靴
の
作
り
方
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
にー
—ー
こ
の
学
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間
に
特
有
の
作
法
を
学
習
す
る
そ
れ
な
り
の
努
力
が
不
可
欠
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る。

概
念
の
言
葉

イ
メ
ー
ジ
に
訴
え
る
こ
と
を
退
け、
哲
学
の
難
解
さ
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
う
し
た
考
え
方

に、
私
は
こ
と
さ
ら
反
対
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い。
た
だ
し
そ
れ
は、
彼
の
言
う
「
概
念」
の
言
葉
がー
�
ど
れ

ほ
ど
難
解
な
も
の
で
あ
っ
て
も

少
な
く
と
も
私
た
ち
に
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
限
り
で
の
こ
と
で
あ
る。

学
問
の
根
本
的
な
条
件
の一
っ
は、
公
開
性、
言
い
換
え
れ
ば、
学
習
可
能
性
に
あ
る。
こ
の
条
件
が
充
た
さ

れ
る
の
な
ら、
学
習
者
に
ど
れ
ほ
ど
の
労
苦
が
課
せ
ら
れ
よ
う
と、
そ
れ
を
非
難
す
る
の
は
お
か
ど
違
い
で
あ
る。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は、
す
べ
て
を
概
念
の
言
葉
で
語
ろ
う
と
す
る
強
い
意
志
に
貰
か
れ
て
い
る。
そ
の
結
果、
自

分
の
哲
学
が
ど
れ
ほ
ど
難
解
な
も
の
に
な
ろ
う
と
も、
そ
れ
こ
そ
が
真
理
へ
の
道
な
の
だ、
と
い
う
い
わ
ば
開
き

直
り
の
よ
う
な
信
念
が、
彼
の
言
菓
の
背
後
に
は
覗
い
て
い
る。

か
つ
て
は
講
義
が
分
か
り
に
く
い
と
い
う
理
由
で、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
へ
の
道
を
阻
ま
れ
そ
う
に
な

っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
が、
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は、
彼
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
か
ら
好
条
件
で
ベ
ル
リ

ン
大
学
に
引
き
抜
か
れ、
多
く
の
弟
子
を
抱
え
て、
学
者
生
活
の
頂
点
に
の
ぽ
り
つ
め
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る。

彼
の
倍
念
は、
こ
う
し
た
境
遇
か
ら
く
る
自
信
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い。
し
か
し
そ
れ

は
ま
た
別
の
話
で
あ
る。
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解
読
の
面
白
さ

た
だ、

こ
こ
で
私
は、

二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
―

つ
は、

そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
で
も、
「
自
然
的
意
識」

(
11

普
通
の
意
識）

を
学
間
的
境
地
へ
と
高
め
上
げ
る
「
は
し
ご
」

を
ち
ゃ
ん
と
用
意
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ
る
。

こ
の
「
は
し
ご
」

に
あ
た
る
の
が
彼
の
『
精
神
の
現
象
学』

で
あ
る
。

こ
の
著
作
は
ま
だ
彼
が
学
者
生
活

を
始
め
た
ば
か
り
の
時
期
に
書
か
れ
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が、

そ
の
後、

大
御
所
的
存
在
に
な
っ
て
か
ら
も、

彼
は
こ
の
書
物
を
手
元
に
お
き、

改
訂
の
箪
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
作
業
は
コ
レ
ラ
に
よ
る
彼
の
突
然
の
死
に
よ

っ
て、

完
遂
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
彼
が
終
生
そ
う
し
た
「
は
し
ご
」

を
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
は、

こ
の
事
実
か
ら
も
よ
く
分
か
る
。

も
っ
と
も、

こ
の
著
作
は、

彼
の
他
の
著
作
と
同
様、

決
し
て
読
み
や
す
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。

し
か
し
そ

こ
に
は

数
少
な
い
も
の
の

理
解
の
手
掛
か
り
に
な
る
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
の
言
葉
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
む
面
白
さ
は、

こ
う
し
た
手
掛
か
り
を
も
と
に
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
い
て
い
く
と
き、

彼
の
難
解
な
概
念
の
言
葉
が
に
わ
か
に
意
味
を
持
っ
て
輝
い
て
く
る、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
。



15 序章 哲学とイメ ー ジ

私
が
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
も
う
―

つ
の
点、

そ
れ
は、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
概
念
と、

イ
メ
ー
ジ
と
の
関

係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

哲
学
の
流
儀
と
は、

も
の
ご
と
を
イ
メ
ー
ジ
の
形
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く、

そ
れ
を
概

念
の
形
で
と
ら
え
る
こ
と
だ、

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う。

だ
が、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、

こ
う
語
る
と

き
で
も
彼
は
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
を
哲
学
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
、

と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら、

も
の
ご
と
の
概
念
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
同
一

の
内
容
を
持
つ
、

と
彼
は
考
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

哲
学
と
は
も
の
ご
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
概
念
の
形
で
認
識
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が、
「
我
々
の
意
識

の
本
当
の
内
容
は、

思
想
や
概
念
の
形
に
翻
訳
さ
れ
て
も
保
存
さ
れ
る
」
（
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー』

五）

と
へ

ー
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
。

彼
の
こ
の
言
葉
は、

む
し
ろ
イ
メ
ー
ジ
の
根
源
性
を
語
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

彼
は
先
の
引
用
の
な
か
で、

イ
メ
ー
ジ
か
ら
概
念
の
領
域
に
移
さ
れ
る
と、

自
分
の
立
つ
堅
固
な
地
盤
が
取
り

去
ら
れ
た
よ
う
な
気
に
な
る
普
通
の
意
識
を
や
り
玉
に
あ
げ
て
い
た
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は、

私
た
ち
が
イ
メ
ー

ジ
を
堅
固
な
地
盤
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く、

私
た
ち
が
概
念

の
領
域
に
移
さ
れ
る
と
き、

イ
メ
ー
ジ
と
い
う
堅
固
な
地
盤
が
取
り
去
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る。

こ
ん
な
経
験
を
し
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か。
あ
の
人
の
言
う
こ
と
は
た
し
か
に
理
屈
で
は
そ
の
と
お
り
だ
が、

イ
メ
ー
ジ
と
概
念
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哲
学
の
戦
い

ど
う
も
ピ
ン
と
こ
な
い
、

と
感
じ
た
経
験
で
あ
る。

そ
れ
は、

彼
の
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
の
実
質
を
欠
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る。

だ
が
こ
れ
は
哲
学
の
言
菓
で
は
な
い
。

ひ
と
か
ど
の
哲
学
者
で
あ
れ
ば、

そ
の
言
葉
は

そ
れ
が

ど
れ
ほ
ど
難
解
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ー
�
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
内
実
と
し
て
「
保
存」

し
て
い
る
も
の

で
あ
る。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
保
存」

と
い
う
契
機
が
見
落
と
さ
れ
る
と
き、

彼
の
哲
学
体
系
は
な
に
か
空
中
楼
閣
の
よ

う
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
。

し
か
し
こ
れ
は
誤
っ
た
理
解
で
あ
る。

事
実
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
（
特
に

そ
の
「
客
観
的
精
神」

の
部
門）

は、

歴
史
的
な
視
野
に
立
っ
た
現
実
的
な
社
会
認
識
と、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た

問
題
関
心
を
起
点
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る。

そ
う
し
た
社
会
認
識
に
素
材
を
提
供
し
て
い
る
の
は、

歴
史
的
現

実
に
関
す
る
リ
ア
ル
な
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る。

し
か
し、

イ
メ
ー
ジ
を
拠
り
所
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は、

不
安
が
抱
か
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の

も、

イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
は
自
己
の
正
当
性
を
証
明
す
る
手
段
を
持
ち
あ
わ
せ
な
い
か
ら
だ。

さ
ま
ざ
ま
な
哲
学

者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
内
奥
の
イ
メ
ー
ジ
を
核
に
し
て、

さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
の
形
を
展
開
す
る。

だ
が
こ
の
イ
メ
ー
ジ

そ
れ
自
体
は、

そ
の
哲
学
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
は
な
り
得
な
い
。

自
己
の
哲
学
の
正
当
性
を
主
張
し
明
示
し
よ
う
と
す
れ
ば、

概
念
の
言
葉
が
必
要
に
な
る。

事
実、

哲
学
の
歴
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史
に
お
い
て、
自
己
の
正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
数
々
の
戦
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た。
そ
し
て
そ
れ
は

敵
を
批
判
し
攻
撃
す
る
に
し
て
も、
攻
撃
を
受
け
て
守
勢
に
立
つ
に
し
て
も

l

�

い
ず
れ
も
概
念
に
よ
る
論

証
を
武
器
と
し
て
戦
わ
れ
た。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と、
哲
学
が
拠
っ
て
立
つ
べ
き
確
実
な
地
盤
は
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
く、
概
念
で
は
な
い
か、
と
思
わ
れ
て
く
る。

だ
が、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は、
事
実
が
物
語
っ
て
い
る。
哲
学
史
上
お
こ
な
わ
れ
た
論
争
の
な
か
で、
は
っ

き
り
白
黒
の
決
着
の
つ
い
た
も
の
が、
一
っ
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か。
〈
永
遠
不
滅
の
真
理〉
が一
っ
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
か。

よ
い
例
が、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
め
ぐ
る
事
情
で
あ
る。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
の
哲
学
体
系
を
唯一
の
〈
絶
対
的

真
理〉
と
見
な
し、
過
去
の
哲
学
説
を
す
べ
て
こ
の
〈
真
理〉
が
開
花
し
結
実
す
る
た
め
の
前
段
階
と
見
な
し
た。

こ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に、
彼
は
綿
密
な
概
念
の
自
己
武
装
を
し
て、
同
時
代
の
先
行
者
で
あ
る
カ
ン
ト
を、
そ

し
て
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
(
1
7
7
5
|
1
8
5
4)

を
批
判
す
る。
し
か
し、
大
々
的
な
概
念
装
置
に
よ
っ
て
十
九

世
紀
前
半
の
思
想
界
を
風
靡
し
た
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
も、
や
が
て
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
(
1
8
1
3

|
1
8
5
5)

に、
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
(
1
8
0
4
|
1
8
7
2)

や
マ
ル
ク
ス
(
1
8
1
8

|
1
8
8
3)

に
手
ひ
ど
く
叩
き
の
め
さ
れ
る

こ
と
に
な
る。

話
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い。
そ
の
後、
「
カ
ン
ト
に
帰
れ
！」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に、
カ
ン
ト
哲
学
を

見
直
そ
う
と
す
る
気
運
が
高
ま
る
か
と
思
え
ば、
ま
た
そ
の
あ
と
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
復
興
が
云
々
さ
れ
る、

と
い
っ
た
具
合
な
の
で
あ
る。
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〈
自
己〉

を
求
め
る
旅
へ

な
ぜ、
哲
学
の
戦
い
に
は
最
終
的
な
決
着
が
み
ら
れ
な
い
の
か。
そ
れ
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
建
物
が
概
念

だ
け
で
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る。
概
念
の
言
菓
を
武
器
に
相
手
を
攻
撃
し
て
も、
そ
れ
に
よ
っ

て
破
壊
さ
れ
る
の
は
概
念
だ
け
で
あ
る。
だ
が
概
念
は
こ
の
建
物
の
外
壁
に
す
ぎ
ず、
そ
の
内
側
に
は、
ま
た
そ

の
基
礎
に
は、
イ
メ
ー
ジ
が
控
え
て
い
る。
そ
し
て
こ
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
な
い。
そ
も

そ
も
イ
メ
ー
ジ
は、
お
よ
そ
正
し
さ
な
ど
が
問
題
と
な
る
次
元
そ
の
も
の
を
超
え
て
い
る
か
ら
だ。
だ
か
ら
そ
れ

は
ま
た
新
し
い
概
念
の
言
葉
を
ま
と
っ
て
蘇
生
し、
あ
る
い
は
ま
た
別
の
イ
メ
ー
ジ
と
融
合
し
た
形
で
再
登
場
し

た
り
す
る
の
で
あ
る。

こ
ん
な
ふ
う
に
言
う
と、
哲
学
は
し
ょ
せ
ん
主
観
的
な
信
仰
告
白
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か、
と
言
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い。
哲
学
は
芸
術
で
も
宗
教
で
も
な
い
の
だ
か
ら、
客
観
性
と
普
遍
性
を
持
っ
た
真
理
を
探
求
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
て、
私
た
ち
が
哲
学
に
求
め
る
の
も
そ
の
よ
う
な
真
理
な
の
だ、
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う

で
あ
る。

だ
が、
歴
史
上
に
現
れ
る
個
々
の
哲
学
説
が
主
観
的
な
も
の
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
は、
あ
ま
り
意
味

の
な
い
こ
と
で
あ
る。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
が
普
遍
的・
客
観
的
な
真
理
を
追
求
し、

そ
の
解
答
と
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る。
し
か
し、
そ
の
い
ず
れ
が
本
当
の
も
の
な
の
か
を
判
定
す
る
規
準
を、
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私
た
ち
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る。

さ
れ
て
い
る。

と
は
い
え、
哲
学
は、
好
み
に
応
じ
て
取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
は
違
う。
こ
の
選
択
は、

選
択
を
お
こ
な
う
者
の
内
面
世
界
の
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る。
だ
か
ら、
哲
学
の
森
を
渉
猟
す
る
旅
は、
〈
自

己〉
を
間
い
求
め
る
旅
で
も
あ
る。

い
ず
れ
を
と
る
か、
そ
れ
は
私
た
ち一
人
ひ
と
り
の
選
択
に
ま
か
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