
ニ

i
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ェ
に
お
け
る
人
間
と
真
理

笹

津

豊
(
i
)
 

「
真
理
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
哲
学
者
に
よ
っ
て
問
わ
れ
、
様
々
に
解
決
を
試
み
ら
れ
て
き
た
「
古
く
し
て
有
名
な
る
間
い
」
で
あ
る
。
だ

が
こ
の
間
い
に
「
人
聞
に
と
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
る
と
、
問
い
の
意
味
あ
い
は
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
「
人
間
に
と
っ
て
真
理
と
は
何
か
」
と
問
う
と

き
、
我
々
は
こ
の
間
い
に
よ
っ
て
、
「
真
理
と
は
何
か
」
と
い
う
先
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
次
元
そ
の
も
の
を
越
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
間
い
は
、
何
が
〈
真

理
V
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
せ
よ
、

お
よ
そ
〈
真
理
〉
な
る
も
の
が
人
間
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
と
問
い
、

か
く
問
う
こ
と
に
お
い
て
、

〈
真
理
V
を
問

い
求
め
ざ
る
を
え
な
い
人
聞
の
根
源
的
欲
求
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ニ
!
チ
ェ
で
あ
っ
た
。
「
ま
た
新
し
い
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
真
理
の
価
値
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
|
|
真
理
へ
の
意
志

こ
の
よ
う
な
問
い
を
問
う
た
の
は

は
批
判
を
必
要
と
す
る
1

1

我
々
は
こ
こ
で
我
々
自
身
の
課
題
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
よ
う

l
l真
理
の
価
値
は
試
み
に
ひ
と
た
び
は
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

(
2
)
 

・
:
」
こ
う
し
て
ニ

i
チ
ェ
は
、
「
真
理
と
は
何
か
」
と
問
う
前
に
、
「
人
間
の
真
理
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
何
な
の

か
」
と
伺
い
、
「
我
々
の
う
ち
に
あ
っ
て

N

真
理
へ
μ

と

(
4〉

意
志
し
て
い
る
の
は
一
体
何
な
の
か
」
と
問
う
の
で
あ
る
o
i
l
o
小
論
の
意
図
は
、
こ
の
間
い
を
一
一

i
チ
ェ
と
と
も
に
問
う
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
我
々
は
何
よ

ニ
i
チ
ェ
が
真
正
面
か

(
5
)
 

ら
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
最
初
の
論
文
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
集
中
的
か
つ
主
題
的
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
論
文
で
も
あ
り
、

り
も
ま
ず
、
彼
の
初
期
の
未
公
刊
の
論
文
「
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
」
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
文
は
、

ま
た
、
そ
の
問
題
の
重
大
性
に
お
い
て
、
以
後
の
ニ

i
チ
ェ
の
多
岐
に
わ
た
る
思
想
展
開
の
一
本
の
太
い
方
向
線
を
定
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

哲
学

思
想
論
集

第
十
二
号

四



ニ
ー
チ
ヱ
に
お
け
る
人
間
と
真
理

四

論
文
「
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
」
(
以
下
、
『
真
理
と
虚
偽
』
と
略
記
〉
に
お
い
て
は
、
八
真
理
〉
に
関
す
る
問
い
は
、
ご
」
の
よ
う
な
情
況

(
6
)
 

の
も
と
で
真
理
ヘ
の
衝
動
は
一
体
何
処
か
ら
生
じ
た
の
か
/
」
と
い
う
問
い
の
形
を
と
っ
て
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ご
」
の
よ
う
な
情
況
」
と
あ
る
の
は
、
人
間
存

在
と
知
性
と
の
関
係
に
ま
つ
わ
る
或
る
根
源
的
な
情
況
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
間
い
に
疑
問
符
で
は
な
く
感
嘆
符
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、

一、lass
チ
ェ
が
こ
の
情
況

争
の
た
め
に
固
有
の
身
体
的
武
器
を
も
た
な
い
「
き
わ
め
て
不
幸
な
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
、

ニ

i
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
他
の
動
物
と
は
違
っ
て
、
生
存
闘

(
7
)
 

は
か
な
い
存
在
者
」
で
あ
る

D

こ
の
よ
う
な
存
在
者
に
と
っ
て
は
、
唯
一
の
生

〈

S
)

存
手
段
と
な
る
の
は
「
偽
装
(
ぐ

2
2丘
一
口
出
向
)
」
の
技
術
で
あ
り
、
こ
れ
を
事
と
す
る
も
の
が
「
知
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
c

す
な
わ
ち
知
性
は
、
人
胞
の
生
存
の
た
め

を
、
お
よ
そ
「
真
理
へ
の
衝
動
」
な
ど
生
じ
う
べ
く
も
な
い
情
況
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

D

の
「
補
助
手
段
」
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
最
も
一
般
的
な
作
用
」
で
あ
る
「
歎
鴎
」
の
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
一
個
体
維
持
の
た
め
の
手
段
」

(
9
)
 

と
し
て
の
己
れ
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
知
性
は
神
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
人
間
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
知
性
は
、
人
間
と
い
う
は
か
な
い
無
常
な

存
在
者
を
ご
瞬
の
あ
い
だ
生
存
の
う
ち
に
繋
ぎ
と
め
て
お
く
」
た
め
に
こ
の
存
在
者
に
添
え
ら
れ
た
「
添
え
物
」
で
あ
っ
て
、
宏
大
な
宇
宙
の
片
隅
で
や
が
て
こ
の
は

か
な
い
存
在
者
と
と
も
に
消
滅
し
て
ゆ
く
「
友
れ
で
、
影
の
よ
う
に
不
確
か
で
、
束
の
間
の
」
も
の
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
口

1

1

8

日一
i

チ
ェ
が
先
の
間
い
の
な
か
で
「
こ
の
よ
う
な
情
況
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
と
そ
の
知
性
と
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
把
握
を
携
え
て
彼
は
、

(
叩
)

「
真
理
へ
の
誠
実
で
純
粋
な
衝
動
が
い
か
に
し
て
人
間
の
あ
い
だ
に
生
じ
え
た
の
か
、
こ
れ
ほ
ど
理
解
し
難
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
知
性
が
人
間
の
生
存
の
た
め
に
最
高
の
「
偽
装
術
」
で
あ
る
「
歎
備
」
を
事
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
「
真
理
」
が
問
題
と
さ
れ
る
余
地
な
ど
全
く

存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
知
性
は
、
己
れ
の
主
人
た
る
人
間
か
ら
独
立
す
る
と
き
、
そ
の
本
性
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
「
人
間
の
限
と
感
官
と
に

(
日
)

肱
惑
的
な
霧
を
か
け
」
、
「
真
理
」

へ
の
通
路
を
遮
っ
て
し
ま
う
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

ニ

i
チ
ェ
、
が
H

だ
か
ら
真
理
へ
の
衝
動
な
ど
は
存
在
し
な
い
の
だ
μ

と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
真
理
の
探
究
に
携
わ
る
諸
学
問
が
現
に
存
在
す
る
以
上
、
「
真
理
へ
の
衝
動
」

は
紛
れ
も
な
く
存
在
す
る
。

一
i
チ
ェ
に
と
っ
て
そ
れ
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
ご
」
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
で
、
真
理
へ
の
衝
動
は
一
体
何
処
か
ら
生
じ
た
の
か
」
と
問
う
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
間
い
に
対
し
て
、

ニ

i
チ
ェ
は
単
万
直
入
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
と
し
て
の
人
間
は
、
「
事
物
の
自
然
状
態
い
に
お
い
て
は
、
知
性

の
「
偽
装
」

の
技
術
を
自
己
保
存
の
手
段
と
し
て
、
他
の
諸
個
人
に
対
抗
し
つ
つ
生
き
て
い
る
が
、
「
人
間
は
同
時
に
必
要
に
迫
ら
れ
、

ま
た
退
屈
し
の
ぎ
か
ら
、
社
会



的
に
、
畜
群
の
よ
う
に
群
れ
を
な
し
て
生
存
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
か
の
平
和
条
約
の
締
結
を
必
要
と
し
、

ま
こ
と
に
荒
々
し
い
八
万
人
に
対
す
る

万
人
の
戦
い
〉
を
少
な
く
と
も
自
分
の
世
界
か
ら
は
消
し
去
ろ
う
と
努
力
す
る
。
し
か
る
に
こ
の
平
和
条
約
の
締
結
が
、
あ
の
謎
に
充
ち
た
真
理
衝
動
の
達
成
へ
の
第
一

('::)。」

歩
と
お
ぼ

L
き
も
の
を
必
然
的
に
伴
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
後
H

真
理
H

で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
も
の
が
、
会
ー
や
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ニ
i
チ
ェ
の
論
述
は
、

ホ
ッ
プ
ズ
の
自
然
法
論
を
援
用
し
つ
つ
な
さ
れ
て
い
る
。

一i
チ
ェ
の
独
自
性
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

」
い
ツ

プ
ズ
が
社
会
契
約
の
成
立
を
見
る
と
こ
ろ
に
、
彼
が
「
真
潔
衝
動
の
達
成
へ
の
第
一
歩
」
を
見
て
い
る
点
で
あ
る
。
自
を
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
こ
の
「
真
理

衝
動
の
達
成
へ
の
第
一
歩
」
を
、
「
今
後
N

真
理
H

で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
も
の
が
固
定
さ
れ
る
」
と
い
う
事
態
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
「
真
理
へ
の
衝
動
」
の
充
足
の
端
緒
を
、
つ
真
理
H

で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
も
の
」
の
骨
舟
わ
に
存
す
る
も
の
と
し
、
「
真
理
」
の
鈴
貯
に
存
す
る
も
の
と
は
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

7
チ
ェ
の
把
盤
は
、
彼
が
「
真
理
へ
の
衝
動
」
の
根
底
に
、
人
間
の
自
己
保
存
の
衝
動
を

l
l絶
え
ず
各
人
を
生
存
の
危
機
に
瀕
せ
し
め

る
荒
々
し
い
「
自
然
状
態
」
に
終
止
符
を
打
と
う
と
す
る
各
人
の
衝
動
を
見
る
こ
と
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
「
真
理
へ
の
衝
動
」
が
人
間
の
自
己
保
存
の
衝
動
を
出
自
と

し
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
真
理
へ
の
街
動
」
が
求
め
る
も
の
は
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
衝
動
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
こ
そ
が

(日〉

理

ι
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
こ
の
衝
動
は
、
「
生
命
を
維
持
す
る
快
適
な
諸
結
果
」
を
伴
う
も
の
を
H

真
理
H

で
あ
る
と
し
て
国
定
化
し
、
逆
に

〈

M
〉

い
敵
意
に
充
ち
た
諸
結
果
」
を
伴
う
も
の
を
H

虚
偽
H

と
し
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。

「
厭
わ
し

こ
こ
で
、

ニ

l
チ
ェ
が
二
種
類
の
真
理
概
念
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、

一l
チ
ェ
は
、
知
性
が
「
人
間
の
限
と
感
官
と

に
怯
惑
的
な
認
を
か
け
」
、
「
哀
理
」
へ
の
通
路
を
遮
っ
て
し
ま
う
、
と
し
て
い
る
。
知
性
が
生
み
出
す
「
幻
影
や
夢
の
像
」
に
阻
ま
れ
る
結
果
、
「
人
間
の
感
覚
は
決
し

、

、

(

日

〉

(

服

)

て
真
理
に
は
至
ら
な
い
」
の
で
あ
る
口
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
真
理
」
と
は
、
彼
が
「
事
物
の
本
質
」
或
い
は
「
根
源
的
実
在
態
」
と
呼
ぶ
も
の
と
人
間
と
の
一
致
を
意
味

し
て
い
る
が
、
「
真
理
へ
の
衝
動
」
が
求
め
る
も
の
を
彼
が
こ
の
種
の

「真
理
」

l
l
こ
れ
を
〈
真
理
(
I
)
V
と
す
る
!ー
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
す
で

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
の
理
解
に
従
え
ば

こ
の
衝
動
が
H

真
理
μ

で
あ
る
と
見
な
す
も
の
|
|
t
こ
れ
を
〈
真
理

(
E
)
〉
と
す
る
l
lー
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
集
団

的
生
存
に
有
用
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
衝
動
は
、

〈
真
理

(
I
)
〉
が
無
用
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
に
は
全
く
「
無
関
心
」
で
あ
り
、

(げ〉

た
、
そ
れ
が
有
害
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
対
し
て
「
敵
意
す
ら
抱
く
」
の
で
あ
る
。

ま
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「
真
理
へ
の
衝
動
」
と
は
人
間
の
自
己
保
存
の
衝
動
の
集
団
的
生
存
の
場
に
お
け
る
発
現
で
あ
り
、

一
種
の
社
会
規
範
の
確
立
を
求
め
る
衝
動
で
あ
っ
て
、
こ
の
衝
動

が
求
め
る
も
の

i
l
〈
真
理

(
E
)
V
I
I
I
は
、
「
事
物
の
本
質
」
な
い
し
「
根
源
的
実
在
態
」
と
の
一
致
l
l
〈
真
理

(
I
)
V
iー
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
ユ

i
チ
ェ

の
基
本
的
な
了
解
で
あ
っ
た
。
論
文
『
真
理
と
麗
偽
』
は
、
こ
こ
か
ら
更
に
歩
を
進
め
て
、
原
理
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
、

八
真
理
(
立
〉
〉
が
い
か
に
し
て
も
八
真
理

(
I
)
〉

と
は
合
致
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

論
述
の
限
目
は
、

に
関
わ
っ
て
い
る
。

ニ
!
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

〈
真
理

(
H
)
〉
は

7
真
理
μ

で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
も
の
」
の
回
定
化
に
よ
っ
て
成
立
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
固
定
化
を
な
す
も
の
は
言
語
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
J

初
め
て

H

真
理
N

と
H

虚
偽
H

と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
そ
の
境
介
が
定
め
ら
れ
る
の

(
四
)

の
立
法
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

G

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
真
理
〔

(
E
)
〕
の
最
初
の
法
則
を
与
え
る
の
は

そ
こ
で
ニ

i
チ
ェ
は
、

一
一
一
一
口
語
が
そ
も
そ
も
〈
真
理

(
I
)
〉
の
現
前
化
の
手
段
た
り
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
、
「
一
一
言
語
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
の
十
全
な
表
現

で
あ
る
の
か
」
と
向
い
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
一
!
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

(
川
口
)

に
お
け
る
神
経
刺
激
の
模
写
ヘ
つ
ま
り
客
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
神
経
刺
激
が

(
∞
賀
川
包
括
)
の
構
成
要
素
と
な
る
語

(
3
1
0
ユ
)
と
は
、
「
点
目

に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

の
形
成
は
、

ω
「
或
る
一
つ
の
神
経
刺

激
が
ま
ず
一
つ
の
形
象
に
移
さ
れ
」
、

ω
「
こ
の
形
象
が
ふ
た
た
び
或
る
一
つ
の
音
に
お
い
て
模
造
さ
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
過
程
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
口
し
か
し
こ

れ
ら
の
過
程
は
、

メ
タ
ワ

7
1

い
ず
れ
も
必
然
性
を
伴
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
「
隠
倫
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
口
そ
こ
に
は
「
全
く
別
種
の
、
新
し
い
領
域
の

(
却
)

ま
っ
た
だ
な
か
へ
の
、
領
域
の
完
全
な
跳
び
越
し
」
が
介
在
し
て
い
る
。

し
か
も
「
領
域
の
完
全
な
跳
び
越
し
」
は
、
実
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
以
上
の
二
つ
は
主
観
内
部
に
お
け
る
「
跳
び
越
し
」
で
あ
る
が
、

一、BE--

チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
領
域
の
間
に
は
、

そ
も
そ
も
主
観
と
客
観
と
が
全
く
別
種
の
隔
絶
し
た
領
域
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
何
ら
必
然
的
な
関
係
は
成
立
し
え
な
い
。
「
主
観
と
客
観
と
い
う
よ
う
な
絶
対

(

幻

)

(

幻

)

い
か
な
る
表
現
も
な
い
」
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
因
果
性
も
、

い
か
な
る
正
し
さ
も
、

は
あ
ら
ゆ
る
実
在
の
十
全
な
表
現
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
ニ

i
チ
ェ
の
答
え
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
の
彼
の
理
解
は
、

(お〉

「
物
自
体
と
い
う
謎
に
充
ち
た

X
が
、
〔
同
〕
ま
ず
神
経
刺
激
と
し
て
、
〔
川
川
〕
次
に
形
象
と
し
て
、
〔

ω〕
最
後
に
音
と
し
て
、
取
り
出
さ
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る



が
、
例
、

ω、
例
の
移
行
の
い
ず
れ
に
も
必
然
性
を
認
め
な
い
ニ

l
チ
ェ
に
と
っ
て
、
言
語
は
、

(
却
)

顕
微
尾
一
致
し
な
い
」
よ
う
な
「
事
物
の
隠
喰
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
事
物
の
本
質
か
ら
由
来
し
た
の
で
は
な
く
」
「
根
源
的
実
在
態
に
は
徹

さ
て
そ
う
で
あ
れ
ば
、

〈
真
理

(
E
)
〉
が
言
語
に
そ
の
成
立
の
場
を
も
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、
や
は
り
こ
の
〈
真
理

(
E
)
〉
も
、

〈
真
理
(
I
)
V
か
ら
は
隔
た
っ
た

〈
真
理

(
H
)
〉
と
は
「
永
い
問
の
習
慣
に
よ
っ
て
、
或
る
民
族
に
と
っ
て
確
固
た
る
も
の
、
規
範
的
な

〈
お
)

も
の
、
拘
束
力
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
」
よ
う
な
「
隠
除
、
換
仏
側
、
擬
人
観
の
可
変
的
な
一
大
群
」
で
あ
り
、
〈
真
理
(
日
)
〉
を
規
範
に
し
て
生
き
る
と
い
う
こ

(
お
)

と
は
、
「
慣
習
的
な
隠
除
を
使
用
す
る
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
〈
真
理
(
i
)
〉
こ
そ
が
〈
真
理
V
で
あ
る
と
す
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
〈
真
理

(
H
)
V
は

(
幻
)

〈
真
理
(
E
)
V
を
規
範
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
「
確
固
た
る
因
襲
に
従
っ
て
蛾
を
つ
く
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
事
物
の
隠
除
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

八
虚
偽
V
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
八
真
理

(
E
)
〉
に
対
し
て
「
真
理
の
感
情
」
が
抱
か
れ
る
の
は
、

八
真
理
(
日
)
〉
の
形
成
に
ま
つ
わ
る
こ
う
し
た
事
態
が
、
忘
却
さ
れ
、
人
間
の
無
‘
意

識
性
の
深
層
へ
と
没
し
去
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
口
「
真
理
〔

(
H
)
〕
と
は
、
そ
れ
が
幻
影
で
あ
る
こ
と
が
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
幻
影
、
使
い
古
さ
れ
て
感
性
的
に
は
無

(
話
)

力
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
隠
除
、
肖
像
が
消
え
て
し
ま
っ
て
も
は
や
貨
幣
と
し
て
で
は
な
く
金
属
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
貨
幣
で
あ
る
。
」

八
真
理
(
立
)
〉
は
、
そ
の
由
来
か
ら
の
取
離
を
そ
の
不
可
欠
の
成
立
条
件
と
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
そ
の
由
来
の
忘
却
が
〈
真
理
(
立
)
〉
の
虚
偽
性
の
隠
蔽
の
た

め
に
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
だ
け
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
平
和
離
は
、
実
は
八
真
理

(
H
)
〉
の
普
遍
妥
当
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
に
も
不
可
欠
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
取
離
は
、

〈
真
理

(
H
)
〉
が
形
成
さ
れ
る
過
程
そ
の
も
の
の
な
か
で
あ
ら
か
じ
め
行
わ
れ
て
い
る
。
「
隠
・
喰
、
換
仏
側
、
擬
人
観
の
可
変
的

な
一
大
群
」
が
「
万
人
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
っ
」
よ
う
な
「
確
固
た
る
、
規
範
的
な
」
も
の
と
な
る
過
程
そ
の
も
の
が
、
隠
輸
の
脱
隠
織
化
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い

ニ
l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
個
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
と
う
て
い
普

(泊〉

遍
性
を
も
ち
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
普
遍
性
を
も
た
ら
す
に
は
、
「
直
観
的
な
隠
聡
を
一
つ
の
図
式
へ
と
昇
華
さ
せ
、
形
象
を
概
念
へ
と
解
消
さ
せ
る
」
と
い

(
ぬ
)

う
過
程
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
あ
る

D

こ
の
脱
隠
喰
化
の
過
程
、
す
な
わ
ち
「
概
念
の
形
成
」
の
過
程
は
、
諸
々
の
直
観
的
隠
輸
の
聞
の
個
性
的
な
差
異
が
捨
象
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
同
等
化
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
概
念
は
、
そ
れ
が
「
個
性
的
で
現
実
的
な
も
の
の
無
視
」
と
「
等
し
く
な
い
も
の
の
等
置
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る

(
幻
)

か
ら
こ
そ
、
「
無
数
の
、
多
か
れ
少
な
か
れ
類
似
し
た
事
例
に
、
す
な
わ
ち
厳
密
に
考
え
れ
ば
決
し
て
等
し
く
は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
全
く
不
同
の
事
例
に
適
合
す
る
」
よ

(
お
)

ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
概
念
は
、
そ
れ
ら
の
事
例
の
「
原
型
」
と
も
見
な
さ
れ
、
規
範
的
な
効
力
を
獲
得
す
る
の
で

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
元
来
が
感
性
的
・
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
隠
輸
は
、

う
な
普
遍
妥
当
性
を
も
ち
う
る
。
そ
し
て
、

哲
学
・
思
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ニ
i
チ
ー
に
お
け
る
人
間
と
真
理

四
六

あ
る
。こ

う
し
て
ニ

i
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、

〈
真
理

(
E
)
〉
と
は
、
隠
鳴
に
由
来
し
つ
つ
、

(
お
)

し
か
も
そ
の
脱
隠
鳴
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
諸
概
念
の
構
築
物
」
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
八
真
理

(
E
V
V
は
、
そ
れ
が
い
か
に
「
確
盟
た
る
、
規
範
的
な
、
拘
束
力
を
も
っ
」
も
の
で
あ
っ
て
も
、
所
詮
は

の
本
質
」
と
は
無
縁
の
「
幻

影
」
に
す
ぎ
な
い
。
脱
隠
帰
化
の
過
程
も
、

〈
真
理
(
耳
)
〉
が
「
幻
影
」
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
拭
い
去
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
過
程
は
、
「
等
し
く
な
い
も

の
の
等
同
一
世
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
操
作
に
よ
っ
て
、

〈
真
理

(
E
)
〉
を
「
隠
織
の

以
上
に
客
観
(
事
物
)

か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

っ
て
、
人
間
を
度
外
視
し
て

H

そ
れ
自
体
で
真
H

で
あ
り
現
実
的
で
あ
り
普
通
妥
当
的
で
あ
る
よ
う
な
、

「
諸
概
念
の
構
築
物
」
と
し
て
の
〈
真
理

(
H
)
〉
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
真
理
一
〔

(
E
)
〕
と
は
、
篠
頭
徹
尾
人
間
の
姿
を
し
た
も
の
で
あ

点
す
ら
を
も
含
ん
で
い
な
い
と
。

た
っ
た
の

古
来
、
学
問
の
研
究
者
と
い
う
名
の
数
多
く
の
「
真
理
の
探
究
者
」
が
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
真
理
探
究
の
営
為
は
今
後
も
絶
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
「
真

理
へ
の
衝
動
」
の
存
在
の
証
左
で
あ
り
そ
の
純
粋
な
発
現
と
も
言
え
る
そ
う
し
た
人
間
の
営
み
は
、

ニ
i
チ
ェ
の
以
上
の
よ
う
な
真
理
観
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ニ
i
チ
ヱ
の
答
え
は
明
快
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
学
問
に
お
け
る
〈
真
理
〉
の
探
究
の
営
み
と
は
、
き
わ
め
て
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
「
限
り
な
く
複
雑
な
概
念
の

(

叩

山

)

ド
!
ム
」

l
lす
な
わ
ち
〈
真
理
(
立

)
V
i
iを
構
築
し
、
そ
の
な
か
に
全
経
験
位
界
を
組
み
入
れ
る
営
み
で
あ
っ
て
、
「
真
理
の
探
究
者
」
が
求
め
て
い
る
の
は
、
「
叶
一

〈
幻
)

界
を
人
間
に
変
形
す
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
世
界
を
或
る
人
間
的
な
種
類
の
事
物
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
諸
学
問
が
「
真
理
の
探
究
」
と

い
う
名
に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
う
ち
に
自
ら
が
案
出
し
た
諸
概
念
の
絹
を
投
げ
入
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
を
解
釈
す
る
と
い
う
営
み
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
学
問
的
認
識
の
遂
行
に
お
い
て
八
真
理
〉
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
感
嘆
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
、
と
ニ
l
チ
ェ
は
一
吉
う
。
「
も
し
誰
か

が
或
る
物
を
茂
み
の
後
ろ
に
隠
し
て
お
い
て
、
そ
れ
を
ち
ょ
う
ど
同
じ
と
こ
ろ
で
再
び
探
し
出
し
見
い
出
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
探
索
や
発
見
は
そ
れ
ほ
ど
誇
る

〈
お
)

べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
理
性
の
閤
域
内
で
の

H

真
理
H

の
探
索
と
発
見
と
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
「
真
理
の
探
究
者
」
は
、
自
分
自

身
が
案
出
し
、
世
界
の
う
ち
に
投
げ
入
れ
た
諸
概
念
の
網
に
出
会
う
に
す
ま
な
い
の
で
あ
る
。



留
意
す
べ
き
点
は
、
こ
こ
で
一
一
!
チ
ェ
の
一
一
一
一
口
う
「
学
問
」
が
、

い
わ
ゆ
る
形
而
上
学
の
よ
う
な
思
弁
的
な
学
問
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼

の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
実
証
的
な
学
問
と
さ
れ
る
自
然
科
学
に
お
い
て
も
、

は
同
様
で
あ
る
。
自
然
科
学
者
は
「
自
然
の
合
法
則
性
」
を
確
信
し
、
そ
れ
を
自
然
の

う
ち
に
次
々
と
発
見
し
て
ゆ
く
こ
と
を
自
ら
の
使
命
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
自
然
の
合
法
則
性
」
も
ニ

i
チ
ェ
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
自
身
が
自
然
の
う
ち
に
投
げ
入
れ

(

却

)

〈

却

〉

た
諸
概
念
の
「
堅
田
な
規
則
性
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
最
高
度
に
主
観
的
な
形
成
物
」
な
の
で
あ
る
。

の
運
行
や
化
学
的
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
か
く
も
我
々
に
感
嘆
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
合
法
則
性
は
、
す
べ
て
、
我
々
自
身
が
諸
事
物
に
添
え
る
諸
特
性
と
根
本
に
お
い
て
合
致
し
て
い
る

D

だ
か
ら
我
々
は
、

(
針
)

実
は
そ
れ
で
も
っ
て
自
分
自
身
に
感
嘆
の
念
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

一一
i
チ
ェ
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
然
科
学
を
も
含
め
、
総
じ
て

の
悶
域
内
で
の

J
具
理
μ

の
探
索
と
発
見
」
が
実
在
そ
の
も
の
の
把
握
に
、

(
川

M
V

い
わ
ば
鏡
を
覗
き
込
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

〈
真
理

(
i
)
〉
の
開
示
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
間
は
、

こ
こ
で
我
々
は

一一
i
チ
ェ
が
諸
学
問
を
無
用
の
も
の
と
し
て
斥
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
い

つ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
学
問
の
、
全
経
験
世
界
を
観
念

的
秩
序
の
う
ち
に
組
み
入
れ
る
営
為
を
、
人
間
の
生
存
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
「
概
念
の
ド

i
ム
」
を
築
き
上
げ
る
そ
う
し
た
営
み
は
、

(必
)

(

M

H

)

「
我
々
の
生
き
う
る
世
界
を
し
つ
ら
え
る
」
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
、
「
自
分
の
生
を
理
性
と
そ
の
諸
概
念
に
結
び
つ
け
る
」
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
「
一
回
限
り

(

必

)

(

必

)

(

幻

)

の
、
徹
底
的
に
個
性
化
さ
れ
た
根
源
的
体
験
」
と
い
う
「
流
水
」
に
よ
っ
て
「
押
し
流
さ
れ
」
「
自
分
自
身
を
見
失
っ
て
」
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
人
間

存
在
に
意
義
が
見
い
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
学
問
の
営
為
に
も
そ
れ
な
り

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
「
学
問
的
真
理
」
が
八
真
理

(
I
)
〉
に
は
徹

(
:
:
:
)
巨
大
な
木
組
み
や
板
間
い
」

頭
徹
尾
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
「
困
窮
し
た
人
間
が
そ
れ
に
し
が
み
つ
い
て
生
涯
わ
が
身
を
救
っ
て
い
る

な
の
で
あ
る
。

四

以
上
の
よ
う
な
見
地
は
、

、
(
相
)

た
と
え
ば
「
長
理
と
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
或
る
生
物
〔
H
人
間
〕
が
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
誤
謬
で
あ
る
」
と
い
っ
た
見
解
と

し
て

ニ
i
チ
ェ
の
後
年
に
ま
で
貫
か
れ
る
見
地
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
次
の
点
が
問
題
に
な
る

D

す
な
わ
ち
、

〈
真
理
一
(
宜
)
V
を
「
誤
謬
」
或
い
は
「
幻
影
」
と
断

ず
る
場
合
、
そ
の
規
準
と
な
る
も
の
は
何
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
文
『
真
理
と
虚
偽
』
の
一
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
規
準
は
「
事
物
の
本
質
」
な
い
し
「
根
源
的

哲
学
・
思
想
論
集
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ニ

l
チ
ェ
に
お
け
る
人
間
と
真
理

四
/¥ 

実
在
態
」
と
の
一
致
、

つ
ま
り
八
真
理
了
)
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
(
初
レ
か
し
問
題
は
、
こ
と
で
ニ

l
チ
ェ
が
こ
の
「
根
源
的
在
態
」
を
「
我
々
に
と
っ
て
は

〈
日
)

近
づ
き
難
い
、
定
義
し
え
な
い

X
」
或
い
は
「
物
自
体
と
い
う
謎
に
充
ち
た

xr
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
根
源
的
実
在
態
」
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
と
の
一
致
・
不
一
致
を
語
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
。
「
根
源
的
実
在
態
」
が
「
我
々
に
と
っ
て
は
近
づ
き
難
い
」
「
謎
に
充
ち
た
」
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、

〈
真
理

(
E
)
〉
を
「
誤
謬
」
或
い

〈
真
理

(I
)
〉
は
我
々
人
間
に
と
っ
て
は
現
前
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
で
あ
れ
ば
、

は
「
幻
影
」
と
断
ず
る
こ
と
は
、
八
真
理

(
H
)
〉
の
真
理
性
が
「
存
在
し
て
い
な
い
規
準
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
」
る
こ
と
を
意
味
し
、

(日〉

味
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

D

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
全
く
無
意

こ
の
点
と
の
関
連
で
興
味
深
い
の
は
、
『
真
理
と
虚
偽
』
の
前
半
部
に
見
ら
れ
る
ニ

i
チ
ェ
の
次
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
感
覚
は
、
知
性
の
産

み
出
す
「
幻
影
と
夢
の
像
」
に
遮
ら
れ
る
結
果
、

「
た
だ
事
物
の
表
面
上
を
す
べ
り
ま
わ
る
」
だ
け
で
、
事
物
の
本
質
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
物
に
関
す
る
人
間

へ
の
知
の
局
限
と
、
自
己
の
「
身
体
」
の
度
外
視
と
な
っ
て
現
わ
れ
問
。
「
自
然

の
こ
う
し
た
知
H
無
知
は
、
自
己
自
身
に
対
し
て
は
、
自
己
の
表
面
で
あ
る
「
意
識
」

は
人
間
に
、
自
分
の
身
体
に
つ
い
て
す
ら
も
、
大
部
分
の
こ
と
を
秘
し
て
語
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
自
然
は
人
間
を
、
(
:
:
:
)
尊
大
な
ペ
テ
ン
師
的
な
意
識

(
貯
)

の
中
に
封
じ
込
め
て
し
ま
う
の
だ
/
自
然
は
鍵
を
投
げ
棄
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
す
ぐ
後
に
統
く
次
の
文
章
で
あ
る
。
「
一
度
で
も
隙
間
を

通
し
て
、
意
識
の
部
屋
か
ら
外
を
、
ま
た
下
を
見
た
い
と
願
う
宿
命
的
な
好
奇
心
、

そ
し
て
、

八
人
間
は
、
無
慈
悲
な
も
の
、
食
欲
な
も
の
、
飽
く
な
き
も
の
、
残
忍
な

なも
好 の
奇 の
心」二
vi 十こ

安
有る ら
し、つ

なて
るお
かり
な、

Ja自
)分

の
無
知
か
ら
来
る
1i!正

1;号
Jむ
の
な
か
で

い
わ
ば
虎
の
背
中
に
乗
っ
て
夢
を
見
て
い
る
の
だ
〉
と
い
う
こ
と
を
今
や
予
感
し
た
宿
命
的

こ
こ
で
、
「
意
識
の
部
屋
」
の
外
部
お
よ
び
下
部
を
見
ょ
う
と
す
る
知
的
関
心
が
「
宿
命
的
」
(
〈
2
・
Fgm巳
g
gロ
)
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
の

生
存
の
保
設
膜
と
も
言
う
べ
き
「
幻
影
と
夢
の
像
」
の
彼
方
に
人
間
を
連
れ
出
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
知
性
の
そ
う
し
た
「
肱
惑
的
な
穏
」
の
向
こ
う
に
こ
の
好
奇

心
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
る
と
さ
れ
る
「
無
慈
悲
な
も
の
、
食
欲
な
も
の
、
飽
く
な
き
も
の
、
残
忍
な
も
の
」
こ
そ
、

一l
チ
ェ
が
「
事
物
の
本
質
」
或
い
は
「
根
源
的
実
在

能
ご
と
見
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ニ

i
チ
ェ
は
、

シ
ョ

1
.ヘ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
「
盲
目
的
な
、
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
衝
迫
」
、
「
目
標
も
な
く
終
末
も
な
い

(日〉

趨
勢
い
で
あ
る
と
す
る
「
物
自
体
」
と
し
て
の
「
意
志
」
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
興
味
深
い
の
は
、

一i
チ
ェ
が
同
時
期
の
『
書
か
れ
な
か
っ
た
五

つ
の
毒
物
の
た
め
の
五
つ
の
序
文
』
の
「
L
真
理
の
パ
ト
ス
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
『
真
理
と
虚
偽
』
に
お
け
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
を
用
い
つ
つ
、
そ
う
し
た
「
宿



命
的
な
好
奇
心
」
を
「
哲
学
者
の
好
奇
心
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

7
人
間
を
そ
の
ま
ま
〔
虎
の
背
中
に
〕
乗
せ
て
お
け
μ

と
呼
び
か
け
る
の
は
芸
術
で
あ

ハ

ω)

る
D

H

人
間
を
覚
慢
さ
せ
よ
H

と
真
理
の
パ
ト
ス
に
駆
ら
れ
て
呼
び
か
け
る
の
は
哲
学
者
で
あ
る
。
」

(創
〉

ニ
l
チ

ェ
の
芸
術
に
対
す
る
見
解
に
は
き
わ
め
て
複
雑
で
微
妙
な
も
の
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
、
問
題
を
「
哲
学
者
」
に
限

定
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
哲
学
者
は

八
真
理

(
l
)
V
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
口
だ
が
ニ

l
チ
ェ
は
、
こ
の
文

章
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
耕
一
一
聞
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
哲
学
者
自
身
が
、
限
れ
る
者
を
揺
り
起
こ
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
も
の
の
、
さ
ら

(
臼
)

に
深
い
魔
術
的
な
ま
ど
ろ
み
の
中
に
落
ち
込
む
の
で
あ
る
。
」

何
ゆ
え
に
哲
学
者
は
、

八
真
理

(
I
)
〉
へ
の
「
宿
命
的
な
好
奇
心
」
に
と
ら
わ
れ
つ
つ
も
、

銀
十以円
ん
こ
れ
を
開
示
し
え
な
い
と
さ
れ
る
の
か
。

「理
念
」
や
「
不
死
」
に

(臼
)

つ
い
て
語
る
哲
学
者
に
対
す
る
ニ

i
チ
ェ
の
決
定
的
な
不
信
の
念
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
者
に
替
わ
る
新
た
な
哲
学
者
の
可

能
性
に
彼
が
思
い
及
ん
で
い
な
い
の
は
、
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
ニ

l
チ
ェ
自
身
、
が
、
ま
だ
八
真
理

(
I
)
〉
へ
の
方
法
論
的
な
通
路
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
む
し
ろ
彼
は
、
こ
の
時
期
の
理
論
構
成
に
よ
っ
て
、
こ
の
通
路
を
あ
ら
か
じ
め
断
ち
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期

の
彼
は
「
我
々
に
と
っ
て
は
近
づ
き
難
い
」
「
謎
に
充
ち
た
」
「
物
自
体
」
を
「
根
源
的
実
在
態
」
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

av
戸

-
a

、品、

争
れ

、刀

や
が
て
ニ

l
チ
ェ
は
、

〈
物
自
体
|
現
象
〉
と
い
う
思
考
形
式
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
撤
回
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
七
六
/
七
七
年
の
断
片
に
お
い
て
彼

は

シ
ョ

l
ベ
ン
ハ
ウ
ア

i
に
こ
と
よ
せ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
物
自
体
と
現
象
と
が
決
定
的
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
て
い
る
の
は
、

知
性
の
様
々

な
誤
っ
た
根
本
把
握
で
あ
る
。
(
:
:
:
)
始
め
か
ら
受
け
継
が
れ
た
知
性
の
非
論
理
的
悪
習
が
、

は
じ
め
て
物
自
体
と
現
象
と
の
間
に
完
全
な
裂
け
目
を
つ
く
っ
た
の
で
あ

(
臼
)

る
。
こ
の
裂
け
目
は
、
我
々
の
知
性
と
そ
の
誤
謬
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
存
続
す
る
。
」
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
我
々
に
と
っ
て
は
近
づ
き
難
い
」
「
物

自
体
」
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
概
念
そ
の
も
の
が
一
種
の
虚
構

(
H
〈
真
理

(
E
)
〉
)

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
ニ

l
チ
ェ
の
捉
え
返
し
で
あ
る
。
さ
ら
に

一
八
八

五
年
の
断
片
に
お
い
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
わ
た
し
の
理
解
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
仮
象
が
事
物
の
現
実
的
で
唯
一
の
実
在
性
で
あ
る

(
:
:
:
)
。
わ
た
し
は

N

仮
象
H

を
イ
実
在
性
H

と
対
立
す
る
も
の
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
逆
に
、
仮
象
を
実
在
性
と
し
て
、
す
な
わ
ち
想
像
上
の
H

真
理
の
世
界
μ

へ
の
変
質
に
抵
抗
す
る
実
在

(
臼
)

性
と
し
て
考
え
る
.。
も
し
こ
の
実
在
性
に
特
定
の
名
称
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

H

権
力
へ
の
意
志
μ

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
J

一
切
を
、
様
々
な
遠
近
法
的
評
価
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
仮
象
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
そ
の
背
後
に
「
物
自
体
」
を
想
定
す
る
見
地
を
斥
け
、
む

ふ
f

や
-
一
!
チ
ェ
は
、

哲
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思
想
論
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し
ろ
こ
の

ニ

1
チ
ェ
に
お
け
る
人
間
と
真
理

五。

「
仮
象
の
世
界
」
こ
そ
を
唯
一
の
実
在
と
見
な
し
て
、
こ
れ
を
「
秘
か
引
か
景
色
仙
の
形
態
学
と
を
わ
一
拾
い
町
)
の
展
望
の
も
と
に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

一

ー
チ
ェ
の
「
権
力
へ
の
意
志
」
理
論
の
展
開
に
関
し
て
は
別
稿
に
お
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
以
上
の
考
察
と
の
関
連
か
ら
ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
、

(
臼
)

こ
の
と
き
八
真
理

(
I
)
V
は
も
は
や
八
真
理

(
H
)
V
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
八
真
理

(
I
)
V
は
、
〈
真
理

(
E
)
〉
の
合
舟
に
関
す
る
考
察
を
通
し
て
露
呈
さ
れ
る
生
の
光
景
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
註
)

ニ

i
チ
ェ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
閉
，

Eaユn
v
Z
5
R
ω
の]
g
r
E
門一
E

5

宅
再
宮
内
コ
z
n
C
o
p
c
c
E
g
5
2
Z
E
E
E
E
O
D
L月
認
・
〈
-
C
・
(VO
一一
F
C
-
冨
・
冨
C
D
C
E
吋
】
を
用

ぃ
、
引
用
に
際
し
て
は
そ
の
巻
数
を

ロ
ー
マ
数
字
で
記
し
た
。

I 

同内

mMHM?
日
ハ
ロ
ピ
}
内
門
芯
円
円
AUF-MOP
〈
ぬ
門
戸
戸
門
戸
内
ケ
〉
印
∞
日
出
∞
ω
・

(
2
)
 
N
C
円
の
ゆ
ロ
mw
mw}O何回
O
C
O
門
担
向
。
叶
m日
ア
〈
噌
∞
-
AF()
「

3 

ロ
呂
町
S
F
一
五
足
当
日
ω
ω
g
ω
岳
山
内
T
H
H
H
噌
ω
・
2
∞
・
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

4 

Mmw
ロ
ω
2
Z
〈
O
ロ
の
口
付
ロ
ロ
仏
出
。
ω
0
・〈・

ω
・一{印・

(
5
)
 
ニ

i
チ
ェ
は
同
時
期
、
「
真
理
の
パ
ト
ス
に
つ
い
て
」
と
い
う
短
い
文
章
を
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
人
間
に
と
っ
て
真
理
と
は
何
か
」
と
い
う
間
い
が
問
わ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
問
題
場
面
に
お
け
る
彼
の
論
述
は
、
或
る
若
干
の
点
を
除
い
て
、
「
道
徳
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
に
つ
い
て
」
と
表
現
ま
で
が
同
じ
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
の
ち
に
触
れ
る
。

(
6
)
 

(
7
)
 
ア

ω'
∞U

1

0

・

〕

?ω
・∞

U
1
U可
.

(
8
)
 
こ
の
見
地
は
、

ニ

i
チ
L

の
後
年
に
も
見
ら
れ
る
。
〈
四
一
-

M
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Der Mensch und die Wahrheit bei Nietzsche 

Y u taka SASAZA W A 

1n diesem Aufsatz behandle ich das Wahrheitsproblem bei Nietzsche， das als die 

Frage nach dem Wert der Wahrlleit fur den Menschen von ihm erwogen wird. 

Dazu beschaftige ich mich mit der Problematik von Nietzsches unverり百entlichtem

Essay ) Uber ¥iV ahrheit und Luge im ausermoraliscJlen Sinneく indem er sich mit 

diesem Problem nicht nur 2um erstenmaI， sondern allch am konzentriertesten be-

fast hat. 

五

1n diesem Essay sucht Nietzsche nach der Herkllnft des “Trielコeszur Wahrheit"， 

und er fuhrt diesen auf den Selbsterllaltungstrieb des Menschen zuruck. Meiner 

Meinung nach mlls mail hier zwischen zwei ¥可ahl・heitsbegri百enunterscheiden， 

mit denen Nietzsche arbeitet: Wahrheit (1) als Ubereinstimmung des Menschen 

mit“dem Wesen der Dinge" oder "den llrsprunglichen ¥Vesenheiten"， und Wahr“ 

heit (II) als Nutzlichkeit fur die Er・haltung des menschlichen Lebens. Nietzsche 

rechnet das， was der Trieb zur Wahrheit sucht， zur Wahrheit (II)， und erklart 

diese darin fur Luge， ¥veil diese nichts als Metalコherder Dinge ist， die den ursprung-

1ichen \~T esenheiten ganz lmd gar nicht entspricht.一一一 Aberin Nietzsches Konzep-

tion findet sich eine Schwierigkeit: denn hier sieht er die ursprunglicbe ，Vesenheit 
als μdas ratse111afte X des Dinges" an. ¥，可enndie ursprungliche Wesenheit ein fur 

L1ns lI nzug~jngljches X ist， so ist es uns durchaus llnlTIりglich，von der Ubereinstim蝋

mung clamit zu sprechen. Also offenbart sich uns -VVahrheit (1) nicht， die als I¥1a-

sstab fur die Prufung der Wahrheit (11) dienen konnt哩e.

Doch gibt Nietzsche bald die Denkweise“Ding an sich開 Erscheinung"als so1che 

allf lInd betrachtet clas PI舟oblemnur nocl1 vom Standpunkt c1es Perspektivismus aus. 

Dabei erscheint die vi九hrheit(1) nicht als Gegensatz zur Wahrheit (11). 
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