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哲
學
は
ど
う
學
ん
で
ゆ
く
か
と
い
ふ
問
は
、
私
の
し
ば
し
ば
出
會
ふ
問
で
あ
る
。
今
ま
た
こ
こ
に
同
じ

題
が
私
に
與
へ
ら
れ
た
。
然
る
に
こ
の
問
に
答
へ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
し
數

學
や
自
然
科
學
の
場
合
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
い
ふ
も
の
か
ら
入
り
、
ど
う
い
ふ
本
を
、
ど
う
い
ふ
順
序
で

勉
強
し
て
ゆ
く
べ
き
か
を
示
す
こ
と
は
、
或
ひ
は
そ
ん
な
に
困
難
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
哲

學
に
お
い
て
は
殆
ど
不
可
能
に
近
い
と
こ
ろ
に
、
哲
學
の
特
色
が
あ
る
と
も
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
哲
學
は

何
で
あ
る
か
の
定
義
さ
へ
、
立
場
に
よ
つ
て
異
つ
て
ゐ
る
。
立
場
の
異
る
に
從
つ
て
、
入
口
も
異
る
筈
で

あ
る
。
し
か
も
哲
學
的
知
識
に
は
、
端
初
が
同
時
に
終
末
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
し
て
も
ど
こ
か
に
手
懸
り
が
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
研
究
を
始
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
手
懸
り
が
何
と
か
與
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
ど
こ
に
求
む
べ
き
で
あ
る
か
。

立
場
の
相
違
は
別
に
し
て
、
お
よ
そ
哲
學
と
い
ふ
も
の
を
掴
ん
で
ゆ
く
最
初
の
手
懸
り
は
、
ど
こ
に
、
ど

う
い
ふ
風
に
探
し
て
ゆ
く
べ
き
か
。
質
問
が
そ
こ
に
あ
る
と
し
て
、
私
の
乏
し
い
經
驗
に
基
づ
い
て
、
少

し
述
べ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
一
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い
つ
も
先
づ
き
か
れ
る
の
は
、
哲
學
概
論
は
何
を
讀
め
ば
好
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
何
で
も
好
い

か
ら
一
册
だ
け
讀
ん
で
み
給
へ
、
と
い
つ
も
私
は
答
へ
る
の
で
あ
る
。
と
い
ふ
意
味
は
、
概
論
と
い
ふ
名

前
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
哲
學
概
論
と
稱
す
る
も
の
、
必
ず
し
も
哲
學
の
勉
強
の

最
初
の
手
引
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
概
論
と
い
つ
て
も
哲
學
の
場
合
、
著
者
自
身
の
立
場
が
出
て
を
り
、

著
者
自
身
の
哲
學
へ
の
入
門
で
あ
つ
た
り
、
著
者
自
身
の
哲
學
の
總
括
で
あ
つ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の

で
あ
る
。
そ
の
う
へ
概
論
と
い
ふ
も
の
、
必
ず
し
も
や
さ
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
世
間
に
は
哲
學
概
論
と

名
の
附
く
書
物
を
幾
册
も
買
ひ
込
ん
で
、
そ
れ
に
頭
を
惱
ま
し
て
ゐ
る
人
が
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
愚
か

な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
哲
學
に
お
い
て
は
、
概
論
書
か
ら
入
る
こ
と
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い

し
、
ま
た
そ
れ
が
必
ず
し
も
最
善
の
道
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
初
め
に
概
論
が
讀
み
た
い
と
い
ふ
の
な
ら
、

何
で
も
一
册
で
た
く
さ
ん
だ
と
い
ひ
た
い
。
何
で
も
と
い
ふ
の
は
、
私
は
そ
れ
に
あ
ま
り
重
き
を
お
か
ぬ

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
哲
學
上
の
用
語
の
意
味
を
知
ら
う
と
い
ふ
の
な
ら
、
哲
學
辭
典
が
あ
る
。
ま
た
ど

の
や
う
な
説
が
あ
り
、
ど
の
や
う
な
傾
向
が
あ
る
か
を
知
る
に
は
、
哲
學
史
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち

ろ
ん
私
は
決
し
て
哲
學
概
論
と
い
ふ
も
の
を
輕
蔑
す
る
の
で
は
な
い
。
私
が
い
ひ
た
い
の
は
た
だ
、
順
序

と
し
て
先
づ
概
論
の
名
の
附
く
も
の
を
讀
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
の
如
く
考
へ
る
形
式
的
な
考
へ
方
に
と
ら
は
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れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
哲
學
に
入
る
道
は
も
つ
と
自
由
な
も
の
と
考
へ
て
好
い
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
私
自
身
の
經
驗
を
話
す
と
、
高
等
學
校
の
頃
、
哲
學
に
關
心
を
も
ち
始
め
た
と
き
、
わ
が
國
に
は
ま
だ

哲
學
概
論
と
稱
す
る
種
類
の
書
物
は
殆
ど
見
當
ら
な
か
つ
た
。
私
が
哲
學
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
の
は
西
田

幾
多
郎
先
生
の
『
善
の
研
究
』
に
よ
つ
て
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
今
も
私
は
こ
の
本
を
最
上
の
入
門
書
の
一

つ
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
頃
の
高
等
學
校
に
は
、
文
科
に
も
哲
學
概
論
の
講
義
は
な
く
、
あ
つ
た

の
は
心
理
と
論
理
と
だ
け
で
あ
つ
た
。
ま
た
高
等
學
校
の
時
に
は
、
後
に
哲
學
を
專
攻
す
る
者
も
、
心
理

と
論
理
と
を
勉
強
し
て
お
く
も
の
だ
と
い
ふ
の
が
、
私
ど
も
一
般
の
考
へ
で
も
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
頃

は
世
界
戰
爭
の
影
響
で
ド
イ
ツ
語
の
本
は
全
く
手
に
入
ら
な
か
つ
た
の
で
、
私
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
心
理

學
原
理
』
と
か
ミ
ル
の
『
論
理
學
體
系
』
と
か
い
つ
た
も
の
を
丸
善
か
ら
求
め
て
き
て
、
ぼ
つ
ぼ
つ
繙
い

て
ゐ
た
。
そ
れ
は
日
本
の
哲
學
書
出
版
に
時
代
を
劃
し
た
岩
波
の
『
哲
學
叢
書
』
が
刊
行
さ
れ
始
め
た
時

期
で
あ
つ
て
、
そ
の
中
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
も
の
を
紹
介
し
た
『
哲
學
概
論
』
を
讀
ん
で
み
た
が
、

正
直
に
い
ふ
と
、
よ
く
理
解
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
三
年
生
の
時
、
小
さ
な
會
を
作
つ
て
、
ヴ
ィ
ン
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デ
ル
バ
ン
ト
の
『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
（
序
曲
）
』
の
中
の
『
哲
學
と
は
何
か
』
を
謄
寫
版
刷
り
に
し
て

速
水
滉
先
生
か
ら
讀
ん
で
戴
い
た
。
高
等
學
校
時
代
、
私
は
直
接
に
は
速
水
先
生
か
ら
最
も
多
く
影
響
を

受
け
た
。
心
理
學
の
本
を
比
較
的
多
く
勉
強
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
が
、
最
も
興
味
を
感
じ
た
の
は
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
心
理
學
原
理
』
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
今
も
私
が
人
に
勸
め
た
い
本
の
一
つ
で
あ

る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
學
概
論
』
は
概
論
中
の
白
眉
と
し
て
定
評
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
ぜ
ひ

目
を
通
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
あ
る
が
、
初
め
に
讀
む
も
の
と
し
て
は
少
し
む
づ
か
し
い
で
あ
ら
う
。

こ
の
人
の
も
の
と
し
て
は
寧
ろ
初
め
に
『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
（
序
曲
）
』
を
讀
む
の
が
よ
い
と
思
ふ
。

こ
れ
は
そ
れ
自
身
立
派
な
入
門
書
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の
哲
學
概
論
と
共
に
わ

が
國
で
知
ら
れ
て
ゐ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
哲
學
の
本
質
』
も
、
重
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
や
さ
し
い
と

は
い
へ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
難
解
な
書
物
に
直
接
ぶ
つ
つ
か
つ
て
ゆ
く
こ
と
も
、
意

味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
等
學
校
を
卒
業
し
た
夏
、
速
水
先
生
の
紹
介
状
を
も
つ
て
京
都
に
西
田
先
生

を
初
め
て
訪
問
し
た
時
、
休
み
の
間
に
こ
れ
を
讀
ん
で
み
よ
と
い
つ
て
先
生
が
私
に
貸
し
て
下
さ
つ
た
書

物
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粹
理
性
批
判
』
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
は
ま
だ
こ
の
本
の
飜
譯
も
出
て
ゐ
な
か
つ
た

の
で
、
ド
イ
ツ
語
の
辭
書
を
引
き
な
が
ら
、
一
生
懸
命
に
勉
強
し
た
が
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
て
困

難
し
た
の
を
覺
え
て
ゐ
る
。
そ
の
後
桑
木
嚴
翼
先
生
の
『
カ
ン
ト
と
現
代
の
哲
學
』
が
出
た
が
、
こ
れ
も
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入
門
書
と
し
て
勸
め
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
先
づ
必
要
な
こ
と
は
、
哲
學
に
關
す
る
種
々
の
知
識
を
詰
め
込
む
こ
と
で
は
な
く
て
、
哲
學
的
精
神
に

觸
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
概
論
書
を
讀
む
よ
り
も
も
つ
と
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は

ど
う
し
て
も
第
一
流
の
哲
學
者
の
書
い
た
も
の
を
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
の
た
め
に
あ
ま
り
難
解
で
な
く
て
誰
に
も
勸
め
た
い
も
の
を
一
二
擧
げ
て
み
る
と
、
さ
し
あ
た
り
プ

ラ
ト
ン
の
對
話
篇
が
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
既
に
日
本
譯
が
出
來
て
を
り
、
英
語
の
讀
め
る
人
な
ら
ジ

ョ
ー
エ
ッ
ト
の
飜
譯
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
對
話
篇
は
文
學
と
し
て
も
最
上
級
の
も
の
と
認
め
ら
れ
て
ゐ

る
。
近
代
の
も
の
で
は
何
よ
り
も
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
敍
説
』
を
擧
げ
た
い
。
こ
れ
も
ま
た
哲
學
的
精
神

を
掴
む
た
め
に
繰
返
し
讀
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
學
に
も
影
響
を
與
へ
た
作
品
で
あ
る
。

も
し
日
本
人
の
書
い
た
も
の
を
擧
げ
よ
と
い
は
れ
る
な
ら
、
私
は
や
は
り
西
田
先
生
の
書
物
を
擧
げ
よ
う

と
思
ふ
。

　
も
ち
ろ
ん
古
典
で
あ
る
な
ら
、
ど
の
や
う
な
も
の
で
も
、
そ
こ
に
哲
學
的
精
神
に
觸
れ
る
こ
と
が
で
き
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る
。
古
典
を
讀
む
意
味
、
解
説
書
で
な
く
て
原
典
を
讀
む
意
味
は
、
何
よ
り
も
こ
の
哲
學
的
精
神
に
觸
れ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
精
神
と
は
純
粹
な
も
の
、
正
銘
の
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
美
術
の

鑑
定
家
は
、
正
銘
の
も
の
、
眞
正
の
も
の
を
多
く
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
眼
を
養
ひ
、
直
ち
に
作
品
の
眞
僞
、

良
否
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
じ
や
う
に
書
物
の
良
否
を
判
斷
す
る
力

を
得
る
た
め
に
は
、
絶
え
ず
古
典
即
ち
純
粹
な
も
の
に
接
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
書
物
の
良
否
の

本
來
の
基
準
は
こ
の
や
う
に
、
純
粹
で
あ
る
か
否
か
、
根
源
的
で
あ
る
か
否
か
、
精
神
が
あ
る
か
否
か
と

い
ふ
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
單
に
役
に
立
つ
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

書
物
の
良
否
と
い
ふ
も
の
は
相
對
的
で
あ
つ
て
、
絶
對
に
良
い
と
い
ひ
得
る
も
の
も
な
く
、
絶
對
に
惡
い

と
い
ひ
得
る
も
の
も
な
い
。
或
る
人
に
と
つ
て
は
良
書
で
あ
る
も
の
も
、
他
の
人
に
と
つ
て
は
惡
書
で
あ

り
得
る
。
全
く
役
に
立
た
ぬ
や
う
に
見
え
る
書
物
か
ら
、
才
能
の
あ
る
人
な
ら
、
役
に
立
つ
も
の
を
見
出

し
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
讀
書
の
樂
し
み
は
、
こ
の
や
う
に
發
見
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て

高
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四
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哲
學
の
書
物
は
難
解
で
あ
る
と
一
般
に
い
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
批
評
に
は
著
作
家
の
深
く
反
省
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
讀
者
と
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
哲
學
も
學
問
で
あ
る

以
上
、
頭
か
ら
わ
か
る
筈
の
も
の
で
な
く
、
幾
年
か
の
修
業
が
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
傳
統
的
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
術
語
が
あ
り
、
ま
た
自
分
の
思
想
を
他
と
區
別
し
て
適
切
に
或
ひ
は
嚴

密
に
表
現
す
る
た
め
に
新
し
い
言
葉
を
作
る
必
要
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
哲
學
は
學
問
で
は
あ
る
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
の
人
の
哲
學
は
そ
の
人
の
人
格
で
あ
る
と
い
つ
た
や
う
に
、
個
性
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
從
つ
て
哲
學
を
學
ぶ
上
に
も
、
自
分
に
合
は
な
い
も
の
を
取
る
と
、
理

解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
に
反
し
、
自
分
に
合
ふ
も
の
を
選
ぶ
と
、
入
り
易
く
、
進
む
の
も
速
い
と
い

ふ
こ
と
が
あ
る
。
す
べ
て
の
哲
學
は
普
遍
性
を
目
差
し
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
な
ほ
一
定
の
類
型
的

差
別
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
に
合
ふ
も
の
を
見
出
す
や
う
に
心
掛
け
る
の
が
好
い
。
そ
の
意

味
で
す
で
に
研
究
は
發
見
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
流
行
を
顧
み
る
と
い
ふ
こ
と
は
時
代
を
知
り
、
自
分

を
環
境
の
う
ち
に
認
識
し
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
流
行
に
と
ら
は
れ
る
こ
と
な

く
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
に
立
脚
し
て
勉
強
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
し
て
先
づ
自
分
に
合
ふ
一
人
の

哲
學
者
、
或
ひ
は
一
つ
の
學
派
を
勉
強
し
て
、
そ
の
考
へ
方
を
自
分
の
物
に
し
、
そ
れ
か
ら
次
第
に
他
に

及
ぶ
や
う
に
す
る
の
が
好
く
は
な
い
か
と
思
ふ
。
最
初
か
ら
手
當
り
次
第
に
讀
ん
で
ゐ
て
は
、
結
局
同
じ
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處
で
足
踏
み
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
つ
て
進
歩
が
な
い
。
他
の
立
場
に
注
意
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で

あ
る
が
、
先
づ
一
つ
の
立
場
で
自
分
を
鍛
へ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
廣
く
見
る
こ
と
は
哲
學
的
で
あ
る
、

同
時
に
深
く
見
る
こ
と
が
哲
學
的
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
は
世
界
の
哲
學
國
と
い
は
れ
て
を
り
、
哲
學
を
勉
強
す
る
に
は
ド
イ
ツ
の
も
の
を
讀
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
が
、
ド
イ
ツ
の
哲
學
に
は
傳
統
的
に
難
解
な
も
の
が
多
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
英
佛
系
統
の
哲
學

に
な
る
と
比
較
的
や
さ
し
く
讀
め
る
で
あ
ら
う
。
や
さ
し
い
か
ら
淺
薄
で
あ
る
と
考
へ
る
の
は
間
違
つ
て

ゐ
る
。
ド
イ
ツ
の
影
響
を
最
も
受
け
て
ゐ
る
現
在
の
日
本
の
哲
學
書
を
難
解
と
思
ふ
人
に
は
、
英
佛
系
統

の
哲
學
の
研
究
を
勸
め
た
い
。
ド
イ
ツ
の
哲
學
者
で
も
劃
期
的
な
仕
事
を
し
た
人
は
、
英
佛
の
影
響
を
受

け
て
ゐ
る
も
の
が
多
く
、
カ
ン
ト
が
さ
う
で
あ
つ
た
し
、
近
く
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
さ
う
で
あ
つ
て
、
彼
の

現
象
學
に
は
デ
カ
ル
ト
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
入
門
的
な
書
物
と
し
て
さ
し

あ
た
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
『
形
而
上
學
入
門
』
と
か
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
實
用
主
義
）
』

の
如
き
を
勸
め
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
と
か
イ
ギ
リ
ス
と
か
ア
メ
リ
カ
と
か
の
哲
學
の
眞
の
意
味
は
、
日
本
で

は
專
門
家
の
間
で
も
ま
だ
十
分
に
廣
く
發
見
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
尤
も
、
ど
こ
の
も

の
で
あ
る
に
せ
よ
、
外
國
の
模
倣
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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五

　
哲
學
を
學
ん
で
ゆ
く
の
に
、
自
分
に
立
脚
す
べ
き
こ
と
を
私
は
い
つ
た
。
そ
れ
は
た
だ
單
に
い
は
ゆ
る

瞑
想
に
耽
る
こ
と
で
は
な
い
。
私
の
い
ひ
た
い
の
は
先
づ
む
し
ろ
も
つ
と
具
體
的
に
、
諸
君
が
も
し
自
然

科
學
の
學
徒
で
あ
る
な
ら
そ
の
自
然
科
學
を
、
ま
た
も
し
社
會
科
學
の
學
徒
で
あ
る
な
ら
そ
の
社
會
科
學

を
、
更
に
も
し
歴
史
の
研
究
者
で
あ
る
な
ら
そ
の
歴
史
學
を
、
或
ひ
は
も
し
藝
術
の
愛
好
者
で
あ
る
な
ら

そ
の
藝
術
を
手
懸
り
に
し
て
、
そ
こ
に
出
會
ふ
問
題
を
捉
へ
て
、
哲
學
を
勉
強
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
門
に
入
る
者
に
數
學
の
知
識
を
要
求
し
た
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
哲
學
の
研
究
者
は

つ
ね
に
特
に
科
學
に
接
觸
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
古
來
哲
學
は
科
學
と
密
接
に
結
び
附
い
て
發
達
し

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
科
學
と
哲
學
と
の
橋
渡
し
を
す
る
も
の
と
し
て
科
學
概
論
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
科
學
も
そ
の
方
法
論
的
基
礎
を
反
省
す
る
場
合
、
そ
の
體
系
的
説
明
を
企
※
す
る
場
合
、
つ
ね
に

哲
學
的
問
題
に
突
き
當
る
。
そ
こ
で
科
學
概
論
の
書
物
も
立
場
の
異
る
に
從
つ
て
内
容
を
異
に
す
る
の
は

當
然
で
あ
る
。
い
ま
立
場
の
相
違
は
別
に
し
て
、
先
づ
ど
う
い
ふ
も
の
を
讀
め
ば
よ
い
か
と
尋
ね
ら
れ
る

な
ら
、
少
し
古
い
に
し
て
も
、
英
語
の
讀
め
る
人
に
は
ピ
ー
ア
ス
ン
の
『
科
學
の
文
法
』
を
勸
め
た
い
。

11



日
本
の
も
の
で
は
田
邊
元
先
生
の
『
科
學
概
論
』
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
方
面
に
お
け
る
石
原
純
先
生

の
功
績
は
大
き
く
、
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
文
化
科
學
の
方
面
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
精
神

科
學
概
論
』
、
歴
史
の
方
面
で
は
ド
ゥ
ロ
イ
ゼ
ン
の
『
史
學
綱
要
』
と
い
ふ
風
に
、
い
ろ
い
ろ
擧
げ
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
『
文
化
科
學
と
自
然
科
學
』
は
、
と
も
か
く
明
晰
で
、
最
初
に

讀
ん
で
み
る
に
適
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
こ
こ
に
私
が
一
緒
に
體
驗
し
て
き
た
比
較
的
新
し
い
日
本
の
學
界
に
お
け
る
出
來
事
を
囘
顧
す
る
と
、

一
時
わ
が
國
の
文
化
科
學
研
究
者
の
間
に
哲
學
が
流
行
し
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
名
を

誰
も
が
口
に
し
た
時
代
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
左
右
田
喜
一
郎
先
生
の
影
響
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

私
自
身
、
先
生
の
『
經
濟
哲
學
の
諸
問
題
』
に
初
め
て
接
し
た
時
の
興
奮
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
京

都
で
聽
い
た
先
生
の
講
義
も
感
銘
深
い
も
の
で
あ
つ
た
。
い
は
ば
文
學
青
年
と
し
て
成
長
し
て
き
た
私
が

と
も
か
く
社
會
科
學
に
興
味
を
も
つ
や
う
に
な
つ
た
の
は
そ
の
時
以
來
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
マ
ル
ク

ス
主
義
が
流
行
す
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
そ
れ
が
日
本
の
學
界
に
も
た
ら
し
た
一
つ
の
寄
與
は
、
そ
れ
が
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や
は
り
科
學
の
研
究
者
に
哲
學
へ
の
關
心
を
、
逆
に
哲
學
の
研
究
者
に
科
學
へ
の
關
心
を
喚
び
起
し
た
こ

と
で
あ
る
。
今
日
い
は
ゆ
る
高
度
國
防
國
家
の
必
要
か
ら
科
學
の
振
興
が
叫
ば
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
際
科

學
と
哲
學
と
の
交
渉
に
つ
い
て
も
新
た
な
反
省
が
起
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
哲
學
と
科
學
と
の
間
に
生
き
た
聯
關
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
は
日
本
の
哲
學
の
發
展
に
と
つ
て
甚
だ
重
要

で
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
哲
學
を
勉
強
し
よ
う
と
い
ふ
若
い
人
々
に
對
し
て
、
特
に
い
つ

て
お
き
た
い
と
思
ふ
。

　
と
こ
ろ
で
既
に
哲
學
概
論
に
つ
い
て
い
つ
た
こ
と
が
科
學
概
論
に
つ
い
て
も
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
つ

ま
り
概
論
の
名
に
拘
泥
し
て
、
先
づ
概
論
書
に
取
り
附
い
て
こ
れ
を
物
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
や

う
に
形
式
的
に
考
へ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
科
學
の
場
合
、
哲
學
者
の
科
學
論
よ
り
も
科
學
者

の
そ
れ
か
ら
教
へ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
學
論
が
す
ぐ
れ
て
ゐ

る
の
は
、
こ
の
哲
學
者
が
實
證
的
歴
史
的
研
究
に
お
い
て
も
第
一
流
の
人
物
で
あ
つ
た
こ
と
に
依
る
の
で

あ
る
。
ま
た
科
學
に
お
い
て
は
特
殊
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
元
來
、
哲
學
が
科

學
に
接
觸
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
物
に
行
か
う
と
す
る
哲
學
の
根
本
的
要
求
に
基
づ
い
て
ゐ
る
。
哲
學
者

は
物
に
觸
れ
る
こ
と
を
避
く
べ
き
で
な
く
、
恐
る
べ
き
で
は
な
い
。
物
に
行
か
う
と
す
る
哲
學
は
絶
え
ず

物
に
觸
れ
て
研
究
し
て
ゐ
る
科
學
を
重
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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七

　
つ
ね
に
源
泉
か
ら
汲
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
源
泉
か
ら
汲
ま
う
と
す
る
の
が
哲
學
的
精
神
で
あ
る
と

い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
物
に
觸
れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
源
泉
か
ら
汲
む
た
め
で
あ
る
。
本
を
讀
む
に
も
第
一

流
の
哲
學
者
の
書
い
た
も
の
を
讀
む
と
い
ふ
こ
と
は
、
思
想
を
そ
の
源
泉
か
ら
汲
む
た
め
で
あ
る
。
哲
學

の
研
究
者
が
科
學
者
の
も
の
を
見
る
場
合
に
お
い
て
も
、
や
は
り
第
一
流
の
科
學
者
の
著
述
に
向
ふ
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

　
か
や
う
な
も
の
と
し
て
哲
學
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
人
に
勸
め
た
い
本
は
、
私
の
乏
し
い
知
識
の
範
圍

で
も
、
か
な
り
多
い
。
そ
の
一
二
の
例
を
擧
げ
る
と
、
例
へ
ば
ポ
ア
ン
カ
レ
の
『
科
學
と
方
法
』
そ
の
他

で
あ
る
。
マ
ッ
ハ
の
如
き
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
流
行
の
時
代
に
は
マ
ッ
ハ
主
義
と
い
つ
て
輕
蔑
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
見
直
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
少
し
方
面
を
變
へ
る
と
、
例
へ
ば
ク
ロ
ー
ド
・
ベ

ル
ナ
ー
ル
の
『
實
驗
醫
學
序
説
』
で
あ
る
。
更
に
社
會
科
學
の
方
面
に
な
る
と
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
ベ

ル
の
『
科
學
論
論
集
』
の
如
き
が
先
づ
擧
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
も
つ
と
方
面
を
變
へ
る
と
、
科
學
者

と
は
い
は
れ
な
い
に
し
て
も
ゲ
ー
テ
の
自
然
研
究
に
關
す
る
諸
論
文
の
如
き
は
勸
め
た
い
も
の
で
あ
る
。
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か
や
う
に
科
學
と
い
つ
て
も
範
圍
は
廣
い
し
、
そ
の
上
各
々
の
科
學
は
次
第
に
專
門
化
し
て
ゆ
く
傾
向

を
も
つ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
哲
學
の
研
究
が
科
學
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
分
る
に
し
て
も
、
人

間
は
萬
能
で
な
い
限
り
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
問
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
場
合
私
は
や
は
り
自
分

に
立
脚
す
べ
き
こ
と
を
い
ひ
た
い
。
一
通
り
廣
く
見
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
何
か
一
つ
の
學
科
を
選

ん
で
深
く
研
究
し
、
で
き
る
な
ら
、
專
門
家
の
程
度
に
達
す
る
や
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
哲
學
は
普

遍
的
な
も
の
を
目
差
す
の
で
あ
る
が
、
普
遍
的
な
も
の
は
特
殊
的
な
も
の
と
結
び
附
い
て
存
在
す
る
。
抽

象
的
に
普
遍
的
な
も
の
を
求
む
べ
き
で
は
な
く
、
特
殊
的
な
も
の
の
う
ち
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
る
眼
を

養
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
數
學
的
物
理
學
は
近
代
科
學
の
典
型
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
大
切
で
あ

る
が
、
す
べ
て
の
人
の
才
能
が
そ
れ
に
適
す
る
わ
け
で
は
な
か
ら
う
。
し
か
し
種
々
の
自
然
科
學
及
び
文

化
科
學
の
中
に
は
、
何
か
自
分
に
興
味
が
も
て
自
分
に
適
す
る
も
の
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、

數
學
や
物
理
學
は
ギ
リ
シ
ア
以
來
そ
の
基
礎
が
定
ま
つ
て
を
り
、
現
代
の
科
學
と
し
て
哲
學
に
お
い
て
注

目
す
べ
き
も
の
は
生
物
學
と
心
理
學
で
あ
る
、
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
意
見
の
當
否
は
と
も
か
く
、
彼

の
哲
學
が
生
物
學
の
研
究
に
負
ふ
と
こ
ろ
の
多
い
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
論
理
主
義
を
唱
へ

て
心
理
主
義
を
攻
撃
し
た
新
カ
ン
ト
派
の
哲
學
が
一
時
わ
が
國
に
流
行
し
て
か
ら
、
哲
學
を
學
ぶ
者
が
心

理
學
を
勉
強
す
る
と
い
ふ
、
そ
れ
以
前
の
日
本
で
は
む
し
ろ
常
識
と
し
て
行
は
れ
た
こ
と
が
次
第
に
な
く
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な
つ
て
い
つ
た
。
し
か
し
最
近
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
學
の
如
き
、
或
ひ
は
ま
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の

哲
學
と
結
び
附
い
て
發
達
し
て
ゐ
る
ア
メ
リ
カ
の
社
會
心
理
學
の
如
き
、
哲
學
の
研
究
者
の
顧
み
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
更
に
現
代
の
科
學
と
し
て
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
に
、

社
會
科
學
、
文
化
科
學
、
精
神
科
學
、
歴
史
科
學
等
の
名
を
も
つ
て
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
歴
史
的
社

會
的
實
在
が
現
代
哲
學
の
根
本
問
題
で
あ
る
と
も
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
學
は
ガ
リ
レ
イ
以
來
そ

の
基
礎
が
定
ま
つ
て
ゐ
る
が
、
社
會
科
學
に
は
ま
だ
そ
の
や
う
に
定
ま
つ
た
も
の
が
な
く
、
そ
の
基
礎
を

明
か
に
す
る
こ
と
が
現
代
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
も
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
學
問
に
お
い
て

も
、
人
生
に
お
い
て
と
同
樣
、
自
分
を
發
見
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ
の
自
分
は
同
時
に
時
代
の
う

ち
に
發
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

　
哲
學
は
も
ち
ろ
ん
科
學
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
哲
學
は
科
學
に
よ
つ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

科
學
を
萬
能
と
考
へ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
や
う
に
考
へ
る
人
に
は
哲
學
は
不
要
で
あ
ら
う
。
無
條
件
に

科
學
を
信
じ
て
ゐ
る
者
は
す
ぐ
れ
た
科
學
者
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
科
學
的
知
識
を
絶
對

的
な
も
の
の
や
う
に
考
へ
る
の
は
む
し
ろ
素
人
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
眞
の
科
學
者
は
却
つ
て
つ
ね
に
批
判

的
で
あ
り
、
懷
疑
的
で
さ
へ
あ
る
と
い
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
少
く
と
も
科
學
を
疑
ふ
と
か
、
そ
の
限
界
を

考
へ
る
と
か
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
哲
學
は
出
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
懷
疑
と
い
ふ
の
は
、
物
の
外
に
ゐ
て
、

16哲學はどう學んでゆくか



そ
れ
を
疑
つ
て
み
た
り
、
そ
の
限
界
を
考
へ
て
み
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
く
の
如
き
は
眞
の
懷
疑

で
な
く
て
、
感
傷
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
懷
疑
と
感
傷
と
を
區
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
傷
が
物
の
外

に
あ
つ
て
眺
め
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
眞
の
懷
疑
は
ど
こ
ま
で
も
深
く
物
の
中
に
入
つ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
學
問
に
お
い
て
も
人
生
に
お
い
て
も
さ
う
で
あ
る
。
容
易
に
科
學
の
限
界
を
口
に
す
る
者
は
ま
た

無
雜
作
に
何
等
か
の
哲
學
を
絶
對
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
感
傷
は
獨
斷
に
陷
り
易
い
。
哲
學
は
む
し
ろ
懷

疑
か
ら
出
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
懷
疑
が
如
何
に
感
傷
か
ら
遠
い
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め

に
、
既
に
記
し
た
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
敍
説
』
を
、
或
ひ
は
ま
た
懷
疑
論
者
と
稱
せ
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の

『
人
生
論
』
を
、
或
ひ
は
更
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
（
隨
想
録
）
』
を
讀
ん
で
み
る
の
も
、
有
益

で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
八

　
多
く
の
人
々
は
人
生
の
問
題
か
ら
哲
學
に
來
る
で
あ
ら
う
。
ま
こ
と
に
人
生
の
謎
は
哲
學
の
最
も
深
い

根
源
で
あ
る
。
哲
學
は
究
極
に
お
い
て
人
生
觀
、
世
界
觀
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
人
生
觀
或

ひ
は
世
界
觀
は
哲
學
に
お
い
て
は
論
理
的
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
直
觀
を
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輕
蔑
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
直
觀
も
訓
練
に
よ
つ
て
育
て
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
訓
練
は
論
理
的
訓
練
に
も
増
し
て
嚴
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

哲
學
そ
の
も
の
が
直
觀
で
あ
る
か
ど
う
か
は
意
見
の
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
直
觀

を
輕
ん
ず
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
り
、
直
觀
を
育
て
る
こ
と
は
努
力
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
人
生
の
問
題
か
ら
直
接
に
哲
學
に
入
ら
う
と
す
る
人
々
に
先
づ
勸
め
た
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス

ト
の
研
究
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
ど
、
日
本
語
で
讀
め
る
も
の
も
追
々
多
く
な
つ
て
ゐ

る
。
私
に
と
つ
て
特
に
パ
ス
カ
ル
が
啓
示
的
で
あ
つ
た
。
彼
等
の
人
生
論
に
は
獨
特
の
實
證
性
が
あ
る
。

科
學
の
實
證
性
と
は
異
つ
て
ゐ
る
が
、
ま
た
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
實
證
性
に
目
を
留
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
そ
れ
ら
の
書
物
は
や
さ
し
く
讀
め
る
か
ら
と
い
つ
て
、
簡
單
に
讀
み
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
難
か

し
い
言
葉
を
使
ふ
こ
と
が
哲
學
で
あ
る
か
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
笑
ふ
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
書
物
は
立
ち
停
つ
て
考
へ
よ
う
と
す
る
人
に
多
く
の
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。
多

く
の
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
本
が
善
い
本
で
あ
り
、
こ
れ
は
用
語
の
難
易
に
は
關
係
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
パ
ス
カ
ル
な
ど
か
ら
哲
學
の
本
筋
に
來
て
デ
カ
ル
ト
に
行
く
も
よ
く
、
或
ひ
は
ス
ピ
ノ

ザ
の
『
エ
テ
ィ
カ
（
倫
理
學
）
』
に
行
く
も
よ
く
、
或
ひ
は
ま
た
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
『
君
主
論
』
な
ど
に

行
つ
て
み
る
の
も
面
白
い
で
あ
ら
う
。
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考
へ
て
み
る
と
、
私
ど
も
が
哲
學
の
勉
強
を
始
め
て
か
ら
こ
の
二
十
年
間
に
、
著
述
飜
譯
を
併
せ
て
日

本
に
お
け
る
哲
學
書
も
次
第
に
殖
え
て
き
た
。
廣
く
多
く
の
本
を
讀
む
べ
き
か
、
深
く
一
册
の
本
を
讀
む

べ
き
か
と
い
ふ
讀
書
の
方
法
論
の
問
題
が
、
哲
學
を
學
ば
う
と
す
る
者
に
も
現
實
に
生
じ
て
ゐ
る
。
兩
者

は
共
に
必
要
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
を
先
に
す
る
か
と
い
ふ
問
題
が
實
際
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
は
先
づ
一

册
の
本
に
か
じ
り
つ
い
て
そ
れ
を
も
の
に
す
る
や
う
に
と
い
ひ
た
い
。
そ
の
一
册
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
値

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
點
で
、
カ
ン
ト
の
『
純
粹
理
性
批
判
』
と
い
ふ
や
う
な
古
典
は
別

に
し
て
も
、
新
刊
書
よ
り
も
十
年
な
り
十
五
年
な
り
生
命
を
保
つ
て
ゐ
る
も
の
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
新

し
い
も
の
を
見
る
こ
と
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
先
づ
そ
れ
か
ら
始
め
る
と
、
遂
に
一
册
の
本
を
深
く
讀
む

習
慣
を
作
ら
な
い
で
し
ま
ふ
や
う
な
危
險
が
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
今
日
の
讀
書
人
の
お
か
れ
て
ゐ
る
環
境

で
あ
る
。
人
生
に
つ
い
て
深
く
考
へ
よ
う
と
す
る
者
に
東
洋
の
古
典
を
讀
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
は
云

ふ
ま
で
も
な
か
ら
う
。

　
私
は
哲
學
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
者
に
も
直
觀
を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
學

問
と
し
て
哲
學
を
學
ぶ
こ
と
は
思
考
す
る
こ
と
、
明
晰
に
思
考
す
る
こ
と
を
學
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
直
觀
に
も
そ
れ
自
身
の
明
晰
性
と
嚴
密
性
が
あ
る
。
し
か
し
直
觀
の
明
晰
性
や
嚴
密
性
も
、
論
理
的
に

明
晰
に
嚴
密
に
思
考
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
に
は
達
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
し
、
少
く
と
も
哲
學
的
に

19



重
要
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
明
晰
に
思
考
す
る
こ
と
を
學
ば
う
と
す
る
者
は
先
づ
初
め
に
ど

の
や
う
な
本
を
讀
め
ば
よ
い
で
あ
ら
う
か
。
さ
し
あ
た
り
私
は
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
『
認
識
の
對
象
』
の
如
き

を
勸
め
た
い
。
こ
の
本
は
私
ど
も
が
哲
學
の
勉
強
を
始
め
た
時
分
に
は
殆
ど
誰
も
が
入
門
書
と
し
て
讀
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
今
は
ど
れ
ほ
ど
讀
ま
れ
て
ゐ
る
か
知
ら
な
い
が
、
私
は
今
も
や
は
り
こ
れ
を
一
つ
の
適

當
な
入
門
書
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
九

　
す
で
に
私
は
明
晰
に
考
へ
る
こ
と
を
學
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
述
べ
た
。
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
元
來
、

明
晰
に
考
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
哲
學
に
は
深
さ
も
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
濁
つ
て
ゐ
る
た
め
に

底
が
見
え
な
い
に
過
ぎ
ぬ
と
い
つ
た
場
合
も
あ
る
の
で
、
深
さ
う
に
見
え
る
も
の
必
ず
し
も
深
い
と
は
限

ら
ず
、
む
し
ろ
反
對
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ど
こ
ま
で
も
澄
ん
で
ゐ
て
、
し
か
も
底
の
知
れ
な
い
も
の
が
、

眞
に
深
い
の
で
あ
る
。
眞
の
深
さ
に
は
つ
ね
に
豐
か
さ
が
あ
る
。
盡
き
る
こ
と
な
く
湧
い
て
出
て
く
る
豐

か
さ
の
な
い
も
の
は
眞
に
深
い
と
は
い
へ
な
い
。
こ
の
豐
か
さ
は
ま
た
廣
さ
と
も
な
る
で
あ
ら
う
。
哲
學

に
入
る
者
が
學
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
物
を
は
つ
き
り
考
へ
る
こ
と
、
廣
く
考
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
廣
く
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見
、
廣
く
考
へ
る
こ
と
は
、
獨
斷
や
偏
見
と
は
反
對
の
も
の
で
あ
る
べ
き
哲
學
の
基
本
的
な
條
件
で
あ
る
。

深
さ
に
至
つ
て
は
、
學
び
得
る
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
。
深
さ
と
い
ふ
も
の
は
、
結
局
、
人
間
の
偉
さ
で

あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
以
外
深
さ
う
に
見
え
る
も
の
は
ペ
ダ
ン
ト
リ
乃
至
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
過
ぎ
ぬ
。

深
さ
と
い
ふ
も
の
は
學
問
を
媒
介
と
す
る
學
問
以
上
の
人
間
修
業
に
よ
つ
て
お
の
づ
か
ら
出
て
く
る
も
の

で
あ
る
。
單
な
る
ペ
ダ
ン
ト
リ
乃
至
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
過
ぎ
ぬ
い
は
ゆ
る
深
さ
に
迷
は
さ
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
を
突
き
切
つ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
哲
學
的
精
神
が
あ
る
。
明
晰
な
書
物
は
つ
ね
に
有
益
で
あ

る
が
、
深
さ
う
に
見
え
る
書
物
は
學
問
に
と
つ
て
有
害
な
こ
と
が
多
い
。
眞
の
深
さ
に
つ
い
て
い
へ
ば
、

哲
學
す
る
こ
と
は
眞
の
人
間
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
人
間
が
め
い
め
い
獨
自
の
も
の
で

あ
る
や
う
に
、
深
さ
も
そ
れ
ぞ
れ
獨
自
の
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
深
さ
と
い
ふ
も
の
を
私
は
信
じ
な
い
。

も
し
何
か
そ
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
晰
に
直
觀
さ
れ
、
明
晰
に
思
考
さ
れ
得
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
で
思
考
に
つ
い
て
は
論
理
學
の
存
在
が
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
哲
學
に
入
ら
う
と
す
る
者
が

論
理
學
に
關
す
る
知
識
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
先
づ
普
通
に
論
理
と
い
ふ
も
の
に
つ

い
て
知
る
に
は
、
速
水
滉
先
生
の
『
論
理
學
』
を
見
る
の
が
好
い
と
思
ふ
。
英
語
の
も
の
で
は
、
ジ
ェ
ヴ

ォ
ン
ズ
の
『
論
理
學
教
科
書
』
を
勸
め
た
い
。
少
し
大
き
い
が
、
ミ
ル
の
『
論
理
學
體
系
』
は
古
典
的
な
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も
の
と
し
て
、
今
も
な
ほ
多
く
の
學
ぶ
べ
き
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
も
の
で
は
、
こ
れ
も
大

き
い
が
、
ジ
グ
ワ
ル
ト
の
『
論
理
學
』
な
ぞ
、
論
理
學
か
ら
認
識
論
へ
の
道
を
開
く
も
の
と
し
て
適
當
で

あ
ら
う
。

　
明
晰
に
考
へ
る
こ
と
を
學
ぶ
と
い
ふ
の
は
何
よ
り
も
分
析
を
學
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
頃
分
析
を
排
す

る
傾
向
が
あ
る
が
、
し
か
し
分
析
な
し
に
は
學
問
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
東
洋
的
な
直
觀
と
か
綜
合
と
か

い
ふ
も
の
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
が
學
問
と
な
る
た
め
に
は
論
理
を
く
ぐ
つ
て
こ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
學
的
な
分
析
の
修
練
の
た
め
に
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
擧
げ
て
お

き
た
い
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
、
そ
の
『
形
而
上
學
』
の
如
き
も
の
、
カ
ン
ト
の
著
作
、
特
に

そ
の
『
純
粹
理
性
批
判
』
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
形
式
論
理
と
い
ふ
も
の
の
完
成
者
で
あ
り
、
カ

ン
ト
は
先
驗
論
理
と
い
ふ
も
の
の
創
始
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
も
と
よ
り
そ
の
内
容
の
た
め
に
も

ぜ
ひ
讀
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
な
い
思
惟
、
何
物
か
の
分
析
で
な
い
や
う
な
分
析
が
あ

る
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
書
物
は
特
に
我
々
を
哲
學
的
な
思
惟
に
對
し
て
訓
練
し
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
は
讀
み
易
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
難
解
な
も
の
に
ぶ
つ
つ
か
つ
て
ゆ
く

勇
氣
と
根
氣
と
が
大
切
で
あ
る
。
考
へ
る
こ
と
を
學
ぶ
に
は
解
説
書
に
よ
つ
て
は
い
け
な
い
。
問
題
を
そ

の
根
源
に
お
い
て
捉
へ
た
書
物
と
直
接
取
組
ん
で
勉
強
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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一
〇

　
論
理
と
い
ふ
も
の
に
も
い
ろ
い
ろ
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
今
日
わ
が
國
で
は
誰
も
彼
も
が
辯
證
法
を

い
ふ
。
辯
證
法
に
は
確
か
に
深
い
眞
理
が
あ
る
が
、
た
だ
、
初
め
か
ら
辯
證
法
に
と
り
つ
か
れ
る
と
、
マ

ン
ネ
リ
ズ
ム
に
墮
し
て
却
つ
て
進
歩
が
な
く
な
る
と
か
、
折
衷
主
義
に
陷
つ
て
却
つ
て
オ
リ
ヂ
ナ
リ
テ
ィ

が
塞
が
れ
る
と
か
、
す
べ
て
の
問
題
を
一
見
い
か
め
し
さ
う
で
そ
の
實
却
つ
て
安
易
に
片
附
け
て
し
ま
ふ

と
か
い
つ
た
危
險
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
虎
を
畫
い
て
狗
に
類
す
る
と
い
つ
た
こ
と

は
辯
證
法
に
は
多
い
の
で
あ
る
。
學
問
に
お
い
て
尊
い
の
は
外
見
で
は
な
く
て
内
實
で
あ
る
。
難
か
し
く

見
え
て
も
、
ま
た
深
さ
う
に
見
え
て
も
、
根
が
常
識
を
出
な
い
の
で
は
、
學
問
の
甲
斐
は
な
い
で
あ
ら
う
。

そ
こ
で
私
は
、
結
局
は
辯
證
法
に
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
先
づ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
と

か
カ
ン
ト
の
論
理
と
か
を
よ
く
研
究
す
る
こ
と
を
勸
め
た
い
。
そ
の
方
が
間
違
ひ
が
な
く
、
ま
た
そ
れ
が

順
序
で
も
あ
る
。
新
し
い
哲
學
は
何
か
新
し
い
論
理
を
も
つ
て
現
は
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理

の
問
題
に
踏
み
と
ど
ま
つ
て
深
く
研
究
す
る
の
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　
辯
證
法
の
最
初
の
組
織
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
辯
證
法
を
學
ぶ
に
は
ど
う
し
て
も
彼
の
書
物
に
依
ら
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ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
『
論
理
學
』
の
如
き
、
ぜ
ひ
勉
強
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
な
に
ぶ
ん
彼
の
書
物
は

難
解
を
も
つ
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
何
か
ら
入
る
の
が
好
い
か
と
い
ふ
質
問
に
よ
く
出

會
ふ
。
比
較
的
わ
か
り
易
い
も
の
と
し
て
普
通
に
彼
の
『
歴
史
哲
學
』
が
擧
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
適
當

で
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
彼
の
『
哲
學
史
』
を
勸
め
た
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
學
史
は
、
そ
の
も
の
と
し
て

今
日
も
價
値
を
も
つ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
哲
學
は
哲
學
史
で
あ
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
つ
ね
に
哲
學
史

的
教
養
を
豫
想
し
て
ゐ
る
彼
の
哲
學
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
た
お
よ
そ
辯
證
法
的
な
物
の
見
方
を
習
得

す
る
た
め
に
、
初
め
に
讀
む
に
適
當
で
あ
る
と
思
ふ
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
書
い
た
多
く
の
參
考
書
を
讀

む
よ
り
も
、
た
と
ひ
難
解
で
あ
つ
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
も
の
を
幾
頁
で
も
研
究
す
る
こ
と
が
一
層
大
切

で
あ
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
正
、
反
、
合
と
か
、
否
定
の
否
定
と
か
い
つ
た
形
式
を
覺
え
る
こ
と

で
な
く
、
物
を
辯
證
法
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
學
ぶ
こ
と
が
問
題
で
あ
る
、
辯
證
法
の
形
式
に
は
め
て
物

を
考
へ
る
と
い
ふ
の
で
な
く
、
物
を
ほ
ん
と
に
掴
む
と
辯
證
法
に
な
る
と
い
ふ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

論
理
は
物
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
論
理
學
は
認
識
論
に
つ
ら
な
つ
て
ゐ
る
、
む
し
ろ
兩
者
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
認
識
論
と
い
ふ

も
の
の
問
題
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
初
め
に
讀
ん
で
み
る
も
の
と
し
て
は
、
先
に
も

擧
げ
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
『
認
識
の
對
象
』
な
ど
が
好
い
で
あ
ら
う
。
或
ひ
は
趣
向
を
か
へ
て
、
ロ
ッ
ク
の
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『
人
間
悟
性
論
』
と
か
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
生
論
』
と
か
か
ら
根
氣
よ
く
始
め
る
の
も
好
い
で
あ
ら
う
。
ド

イ
ツ
あ
た
り
で
は
認
識
論
の
入
門
と
か
概
論
と
か
稱
す
る
も
の
が
い
ろ
い
ろ
出
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、

こ
の
種
の
書
物
は
だ
い
た
い
受
驗
準
備
書
と
し
て
で
き
て
ゐ
る
も
の
が
多
く
、
讀
ん
で
面
白
く
な
く
、
得

る
と
こ
ろ
も
少
い
で
あ
ら
う
。

　
哲
學
の
主
要
問
題
は
よ
く
認
識
論
と
形
而
上
學
と
に
區
分
さ
れ
る
が
、
實
際
に
は
兩
者
は
密
接
に
結
び

附
い
て
ゐ
る
。
知
識
の
問
題
は
實
在
の
問
題
を
含
み
、
實
在
の
問
題
は
知
識
の
問
題
を
含
ん
で
ゐ
る
。
カ

ン
ト
の
『
純
粹
理
性
批
判
』
は
普
通
に
認
識
論
の
問
題
を
取
扱
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ

を
形
而
上
學
の
基
礎
附
け
で
あ
る
と
見
る
ハ
イ
デ
ッ
ゲ
ル
の
如
き
見
方
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
私
ど
も

が
哲
學
の
勉
強
を
始
め
た
頃
に
は
認
識
論
が
全
盛
で
あ
つ
た
が
、
今
日
で
は
反
對
に
形
而
上
學
が
流
行
し

て
認
識
論
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
ず
、
論
理
と
い
つ
て
も
殆
ど
辯
證
法
一
點
張
り
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に

も
或
る
必
然
性
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
か
や
う
な
時
代
に
む
し
ろ
認
識
論
の
問
題
か
ら
出
直
し
て
み
る
こ

と
が
却
つ
て
新
し
い
哲
學
の
生
れ
て
く
る
契
機
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
哲
學
者
に
は
、
時
代
の
中
に
あ

つ
て
こ
れ
を
超
え
得
る
心
の
ゆ
と
り
、
精
神
の
自
由
が
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
論
理
は
具
體
的
に
は
特
に
科
學
の
論
理
、
或
ひ
は
認
識
論
的
意
味
に
お
け
る
科
學
の
方
法
論
で
あ
る
。

こ
こ
に
哲
學
の
一
つ
の
重
要
な
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
は
先
に
い
つ
た
通
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
哲
學
の
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問
題
は
、
論
理
の
問
題
に
し
て
も
、
ま
た
實
在
の
問
題
に
し
て
も
、
單
に
科
學
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

方
面
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
。
各
人
は
自
分
の
立
つ
て
ゐ
る
所
か
ら
問
題
を
捉
へ
て
哲
學
に
向
は
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
既
に
述
べ
て
お
い
た
。
從
來
哲
學
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
知
る

こ
と
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
現
代
に
は
現
代
の
問
題
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
轉
換
期
に
お
い
て
哲
學
は

生
き
る
か
死
ぬ
る
か
の
重
大
な
危
機
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
問
題
を
發
見
す
る
こ
と
は

既
に
半
ば
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
で
あ
る
と
い
は
れ
る
が
、
大
き
な
哲
學
は
つ
ね
に
大
き
な
問
題
を
提
げ

て
現
は
れ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
哲
學
を
や
ら
う
と
い
ふ
人
に
期
待
さ
れ
る
も
の
は
大
き
く
、
そ
れ
だ
け
に

ま
た
大
き
な
覺
悟
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
一

　
と
こ
ろ
で
如
何
な
る
創
造
も
傳
統
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
、
哲
學
を
や
ら
う
と

い
ふ
者
は
絶
え
ず
哲
學
史
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
今
初
め
て
哲
學
史
を
見
よ
う
と
い
ふ
人

に
は
、
波
多
野
精
一
先
生
の
『
西
洋
哲
學
史
要
』
を
勸
め
た
い
。
も
う
少
し
詳
し
い
も
の
で
、
し
か
も
わ

か
り
易
い
も
の
を
求
め
る
人
に
は
、
フ
ォ
ル
レ
ン
デ
ル
の
『
西
洋
哲
學
史
』
が
適
當
で
あ
ら
う
。
ヴ
ィ
ン
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デ
ル
バ
ン
ト
の
『
哲
學
史
教
科
書
』
は
問
題
史
的
な
哲
學
史
と
し
て
特
色
が
あ
り
、
目
を
通
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
名
著
で
あ
る
が
、
入
り
易
い
も
の
と
は
い
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
各
時
代
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
標
準
的

な
書
物
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
煩
瑣
を
避
け
て
擧
げ
な
い
。
ま
た
ユ
ー
ベ
ル
ウ
ェ
ー
ク
の
『
哲
學
史
』
の

や
う
な
辭
典
と
し
て
便
利
な
書
物
も
あ
る
。

　
西
洋
哲
學
の
源
泉
と
し
て
重
要
な
も
の
は
、
近
代
科
學
を
別
に
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
哲
學
と
キ
リ
ス
ト

教
で
あ
る
。
私
自
身
は
特
に
波
多
野
先
生
の
講
義
や
談
話
に
よ
つ
て
こ
れ
ら
の
も
の
に
對
し
て
眼
を
開
か

れ
た
。
西
洋
哲
學
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
は
キ
リ
ス
ト
教
の
知
識
を
備
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と

り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
哲
學
を
研
究
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
現
代
に
お
い
て
特
に
重
要
な
意

味
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
西
田
先
生
の
思
想
の
如
き
も
、
先
生
が
ギ
リ
シ
ア
哲
學
に
深

く
入
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
著
し
い
發
展
が
あ
つ
た
や
う
に
思
ふ
。
哲
學
史
に
就
い
て
思
想
の
歴
史

的
聯
關
を
見
る
こ
と
は
忘
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
更
に
進
ん
で
、
自
分
で
原
典
に
あ
た
つ
て
研
究
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
原
語
で
讀
む
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
た
と
ひ
飜
譯
で
あ
つ
て
も
、
古
典
は
完
全

な
形
で
讀
む
べ
き
で
あ
る
。
何
で
も
原
語
で
讀
ま
な
け
れ
ば
氣
が
す
ま
ぬ
と
い
つ
て
、
そ
の
た
め
に
讀
む

べ
き
本
を
讀
ま
な
い
で
ゐ
る
人
も
あ
る
が
、
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
。
絶
え
ず
古
典
に
接
す
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
い
つ
て
も
決
し
て
、
新
し
い
も
の
を
讀
む
こ
と
が
不
必
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
古
典
の
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中
に
ば
か
り
閉
ぢ
籠
つ
て
ゐ
る
と
、
ひ
と
り
よ
が
り
に
な
る
と
か
、
學
問
が
趣
味
に
墮
し
て
し
ま
ふ
と
い

ふ
や
う
な
危
險
が
あ
る
の
で
あ
る
。
古
典
も
新
し
い
眼
を
も
つ
て
見
な
け
れ
ば
生
き
て
こ
な
い
の
で
あ
つ

て
、
そ
れ
に
は
現
代
の
問
題
に
つ
い
て
深
い
關
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
古
典
を
た
だ
勝
手
に

解
釋
す
れ
ば
好
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
初
め
か
ら
か
や
う
な
態
度
を
も
つ
て
臨
め
ば
、
ど
の
や
う
な
本

を
讀
ん
で
も
益
は
な
い
で
あ
ら
う
。
眞
の
讀
書
に
お
い
て
は
著
者
と
自
分
と
の
間
に
對
話
が
行
は
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
自
分
が
勝
手
な
問
を
發
す
る
の
で
な
く
、
自
分
が
問
を
發
す
る
こ
と
は
實
は
著
者
が
自

分
に
問
を
掛
け
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
に
問
題
が
な
け
れ
ば
著
者
も
自
分
に
問
を
掛
け
て
こ

な
い
。
か
く
し
て
問
か
ら
答
へ
、
答
は
更
に
問
を
生
み
、
問
答
は
限
り
な
く
進
展
し
て
ゆ
く
。
こ
の
對
話

の
精
神
が
哲
學
の
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
哲
學
の
個
々
の
部
門
、
例
へ
ば
歴
史
哲
學
、
社
會
哲
學
、
藝
術
哲
學
、
道
徳
哲
學
、
宗
教
哲
學
、
等
々

に
つ
い
て
、
私
の
乏
し
い
經
驗
の
範
圍
内
で
も
な
ほ
い
ろ
い
ろ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
が
、
與

へ
ら
れ
た
紙
數
も
盡
き
た
か
ら
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
づ
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。
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