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は
じ
め
に

哲
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
前
に
ひ
る
ま
な
い

　

本
書
で
は
、「
哲
学
で
抵
抗
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

と
は
い
っ
て
も
、「
哲
学
っ
て
何
？
」「
抵
抗
っ
て
何
？
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
っ
き
り
さ
せ
て
ほ
し

い
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

　

抵
抗
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
お
話
し
す
る
と
し
て
、
哲
学
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
と
り
あ
え

ず
は
始
め
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
哲
学
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
の
私
な
り
の
回
答
は
第
一
章
で
き
ち
ん
と
示
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
哲
学
が
何
で
は
な
い

0

0

0

0

か
に
つ
い
て
、
軽
く
お
話
し
し
て
み
ま
す
。

　

な
ぜ
そ
ん
な
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？　

そ
れ
は
、
ひ
る
ん
で
い
た
だ
き
た
く
な
い
か
ら
で
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す
。

　

あ
な
た
の
頭
の
な
か
に
は
、
哲
学
と
い
う
の
は
面
倒
く
さ
く
て
陰
気
な
も
の
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

ら
か
じ
め
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
哲
学
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
も
の
だ
、
手
間
の
か
か
る
も

の
だ
、
小
難
し
い
本
を
コ
ツ
コ
ツ
読
ま
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と
脅
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
言
葉

に
も
事
欠
き
ま
せ
ん
。

　

た
し
か
に
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
の
哲
学
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
哲
学

が
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
を
脅
し
て
く
る
よ
う
な
も
の
に
ま
ず
従
っ
て
み
な
け
れ
ば

哲
学
は
わ
か
ら
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。

　

こ
れ
こ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と
お
ま
え
に
は
哲
学
が
わ
か
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
か
、
哲
学
書
を
読
め

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
な
ど
と
脅
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
偉
そ
う
な
言
葉
か
ら
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
身

を
退
い
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
そ
の
反
対
に
、
だ
か
ら
こ
そ
哲
学
な
ん
か
意
味
の
な
い
、
く
だ
ら
な
い
も
の
だ
と
軽
視
す
る
よ
う

な
虚
勢
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
安
易
な
態
度
か
ら
も
、
同
じ
だ
け
慎
重
に
距
離
を
取
り
た
い

も
の
で
す
。
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す
べ
て
が
哲
学
に
見
え
て
く
る
経
験

　

本
書
は
一
種
の
哲
学
入
門
、
哲
学
へ
の
お
誘
い
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
哲
学
入
門
の
先
に
は
数
々
の
哲
学
書
が
控
え
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
哲
学
入
門
を
読

ん
だ
ら
、
そ
の
後
は
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
書
を
少
し
で
も
読
ん
で
い
っ
て
く
だ
さ
い
ね
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
考
え
か
た
は
、
入
門
書
を
書
く
側
に
も
読
む
側
に
も
疑
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

し
か
し
、
私
の
考
え
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
哲
学
入
門
の
先
に
は
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
書
を
読

む
こ
と
が
待
っ
て
い
る
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。

　

私
た
ち
の
先
に
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
哲
学
に
見
え
て
く
る
と
い
う
奇
妙
な
経
験
が

待
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
書
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
て
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
す
が
、

べ
つ
に
哲
学
書
を
も
っ
ぱ
ら
読
む
必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

何
を
見
て
も
哲
学
が
見
え
る
、
哲
学
に
見
え
る
。
本
書
で
私
が
示
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
そ
の
よ

う
な
、
世
界
の
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
見
え
か
た
で
す
。
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哲
学
は
哲
学
史
と
同
じ
も
の
で
は
な
い

　

さ
て
、
哲
学
は
何
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　

哲
学
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
三
つ
だ
け
挙
げ
ま
す
。

　

哲
学
は
、
哲
学
史
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
第
一
点
で
す
。

　

哲
学
史
と
い
う
の
は
、
連
綿
と
続
く
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
者
た
ち
の
営
み
を
語
っ
て
い
く
歴
史
の
こ
と
で

す
。
実
際
に
は
、
哲
学
が
哲
学
史
を
な
ぞ
る
こ
と
で
学
ば
れ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と

も
大
学
で
は
そ
う
で
す
。

　

な
る
ほ
ど
、
そ
の
学
び
か
た
自
体
が
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
。
私
自
身
も
、
あ
る
程

度
は
そ
の
よ
う
に
し
て
哲
学
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
学
び
か
た
か
ら
ひ
る
が
え
っ
て
、「
哲
学
と
い
う
の
は
哲
学
者
と
い
う
偉
い
人
た
ち
が

次
か
ら
次
に
精
妙
な
珍
説
を
提
示
す
る
一
連
の
物
語
だ
」
と
い
う
よ
う
な
印
象
を
も
た
れ
る
と
困
り
ま
す
。

　

哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
著
名
な
人
々
は
た
し
か
に
哲
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
も
相
当
に
偉
大
な
哲
学
者
で
は

あ
る
。
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
難
解
な
著
作
は
い
ず
れ
も
精
読
に
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値
す
る
と
思
い
ま
す
し
、
か
く
言
う
私
も
い
つ
も
読
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
彼
ら
が
今
日
に
至
る
ま
で
集
団
で
形
作
っ
て
い
る
ら
し
い
思
想
の
連
鎖
を
学
ぶ
こ
と
と
、
哲

学
を
学
ぶ
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。

　

少
な
く
と
も
、
学
び
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
哲
学
史
は
、
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
営
み

の
正
史
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
史
と
い
う
の
は
、
政
治
的
制
度
や
文
化
的
制
度
と
い
っ
た
も
の
が
自
ら
の
来

歴
や
正
統
性
を
保
証
す
る
た
め
に
組
織
す
る
物
語
で
す
。
そ
の
よ
う
な
制
度
に
よ
っ
て
、
個
々
の
哲
学
者

た
ち
も
れ
っ
き
と
し
た
哲
学
者
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
歴
史
は
虚
偽
を
含
ん
で
い
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
完
全
に
虚
偽
で
は
な
い
に
し
て

も
、
現
行
の
制
度
を
利
す
る
よ
う
に
、
故
意
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
取
捨
選
択
や
誇
張
、
歪わ
い

曲き
よ
くが
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

私
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
を
否
定
し
た
り
批
判
し
た
り
し
た
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
物
語
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
い
ま
あ
る
哲
学
と
い
う
制
度
の
あ
り
か
た

を
肯
定
的
に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
透
か
し
見
て
学
び
取
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
そ
の
物
語
が
哲
学
の
純
正
な
物
語
だ
と
か
、
唯
一
の
物
語
だ
と
か
考
え
る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
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意
味
は
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
も
そ
も
、
正
史
は
時
代
と
と
も
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
も
の
で

も
あ
る
。

　

哲
学
史
を
通
し
て
自
分
な
り
に
学
べ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
に
し
て
も
、
哲
学
史
を
哲
学
と
混
同
し

な
い
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
重
要
で
す
。

　

哲
学
者
と
い
う
の
は
哲
学
を
す
る
人
を
指
す
わ
け
で
す
が
、
哲
学
史
に
よ
っ
て
哲
学
者
と
認
定
さ
れ
た

人
以
外
に
も
、
哲
学
者
は
た
く
さ
ん
い
る
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

　

哲
学
の
展
開
も
、
哲
学
史
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
か
た
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
制
度
に
よ
っ
て
哲
学
者
と
認
定
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
べ
つ
に
正
史
の

一
部
に
な
る
た
め
に
哲
学
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
正
統
と
見
な
さ
れ
る
哲
学
な
る
も

の
を
引
き
継
い
で
次
世
代
に
伝
承
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
哲
学
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

哲
学
者
は
襲
名
し
な
い

　

な
る
ほ
ど
、
正
確
を
期
し
て
言
え
ば
、
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
に
一
種
の
伝
承
と
い
う
側
面
が
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、「
哲
学
す
る
心
」
の
よ
う
な
も
の
が
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
え
ら
れ
る
と
い
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う
こ
と
は
あ
り
そ
う
で
す
。

　

そ
の
師
弟
関
係
は
大
学
そ
の
他
の
制
度
に
よ
っ
て
養
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
学
問
分
野
と
し

て
の
哲
学
は
今
日
、
主
と
し
て
大
学
で
学
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
意
味
で
は
、
正
史
の
学
び
に
合
わ

せ
て
、
大
学
は
こ
の
「
哲
学
す
る
心
」
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
て
い
く
の
に
恰か
つ

好こ
う

の
制
度
と
な
っ
て
い
る

と
も
言
え
ま
す
。

　

ま
た
、
哲
学
の
師
を
本
の
な
か
に
し
か
も
た
な
い
弟
子
と
い
う
の
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ば
あ
い

に
も
た
し
か
に
、
何
か
が
仮
想
的
な
師
弟
関
係
を
通
じ
て
伝
承
さ
れ
て
は
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
何
か
が
伝
え
ら
れ
る
と
は
い
え
、
哲
学
は
本
来
、
そ
の
つ
ど
一
代
か
ぎ
り
の
も

の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
過
去
や
現
在
の
他
人
が
企
て
た
「
哲
学
」
を
参
照
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
あ
り
え

ま
す
。
実
際
に
せ
よ
仮
想
に
せ
よ
師
が
い
る
こ
と
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
、
そ

の
つ
ど
ゼ
ロ
か
ら
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
、
な
ど
と
い
う
杓し
や
く子し

定
規
な
決
ま
り
が
逆
に
あ
る
わ
け

で
も
な
い
。

　

た
だ
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
も
な
お
、
哲
学
と
い
う
営
み
は
や
は
り
そ
の
つ
ど
、
他
か
ら
完
全
に
独
立
し
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て
な
さ
れ
る
も
の
で
す
。
他
の
人
に
よ
る
「
哲
学
」
を
参
照
す
る
と
き
で
さ
え
、
人
は
、
そ
の
哲
学
に
ど

れ
ほ
ど
深
く
影
響
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
哲
学
を
継
い
で
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
哲
学
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

哲
学
者
は
襲
名
し
な
い
。
二
世
哲
学
者
、
三
世
哲
学
者
は
い
な
い
。
哲
学
し
て
い
る
人
た
ち
は
お
互
い

に
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。

　

独
自
性
を
示
そ
う
な
ど
と
色
気
を
出
さ
な
く
と
も
、
哲
学
す
る
人
は
お
の
ず
と
、
哲
学
す
る
こ
と
に
お

い
て
他
か
ら
隔
絶
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
遠
目
に
見
る
と
群
れ
を
な
し
、
ま
た
時
間
軸
上
に
並

ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
を
切
り
取
り
、
何
ら
か
の
し
か
た
で
整
理
し
て
提
示
す
る

の
が
哲
学
史
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

正
史
に
対
し
て
、
ス
ピ
ン
オ
フ
や
サ
イ
ド
・
ス
ト
ー
リ
ー
や
裏
歴
史
も
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
副
次
的
な
物
語
に
お
い
て
さ
え
け
っ
し
て
語
ら
れ
な
い
哲
学
や
哲
学
者
も

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
は
ず
で
す
。

　

詳
し
く
は
次
章
以
降
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
す
が
、
哲
学
と
い
う
の
は
、
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
誰
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に
で
も
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
な
の
で
す
。
何
か
を
継
承
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、

何
か
の
お
墨
付
き
を
得
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

「
哲
学
す
る
心
」
の
よ
う
な
も
の
さ
え
自
分
の
な
か
に
ど
こ
か
か
ら
飛
び
火
し
て
く
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
先

は
誰
で
も
自
分
で
哲
学
し
て
し
ま
い
、
後
は
そ
の
火
を
自
分
で
養
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
火
は
、
実
際
に
せ
よ
仮
想
に
せ
よ
師
か
ら
飛
ん
で
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
個
人
的
、

社
会
的
そ
の
他
の
途と

轍て
つ

も
な
い
状
況
が
、
突
拍
子
も
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
勝
手
に
こ
ち
ら
に
火
花
を
飛
ば

し
て
き
て
、
事
実
上
の
師
と
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
い
つ

の
間
に
か
、
気
づ
か
ぬ
ま
ま
に
自
分
に
哲
学
の
火
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

ど
の
よ
う
な
経
路
に
せ
よ
、
そ
の
「
哲
学
す
る
心
」
の
よ
う
な
も
の
の
火
花
が
飛
ん
で
く
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
誰
に
で
も
哲
学
は
で
き
る
。
あ
な
た
が
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
哲
学
者
で
あ
る
か
否

か
は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

哲
学
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
、
一
部
の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
独
占
さ
れ
て
い
る
営
み
で
は
な
く
、
い
わ

ば
、
き
わ
め
て
民
主
的
な
営
み
、
知
の
庶
民
に
対
し
て
開
か
れ
た
自
由
な
営
み
な
の
で
す
。



初校
再校
責了

（22）

新書 １月刊　哲学で抵抗する
� P. 22

集英社
179.0

218.0
×１

22

哲
学
は
高こ
う

邁ま
い

な
理
念
を
論
ず
る
営
み
と
は
か
ぎ
ら
な
い

　

次
に
行
き
ま
し
ょ
う
。
哲
学
と
は
、「
高
邁
な
理
念
を
論
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
営
み
」
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
第
二
点
で
す
。

　

日
々
の
生
活
と
縁
遠
い
よ
う
に
思
え
る
高
邁
な
理
念
を
論
じ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
哲
学
だ
、
と
い
う

印
象
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
世
事
か
ら
超
然
と
し
て
、「
真
実
と
は
？
」
と
か
「
美
と
は
？
」
と
か
、

あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
印
象
で
す
。

　

諷ふ
う

刺し

さ
れ
る
哲
学
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
遠
大
な
こ
と
を
孤
独
に
考
え
続
け
る

あ
ま
り
目
の
前
の
も
の
が
見
え
ず
、
足
元
の
バ
ナ
ナ
の
皮
で
滑
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

た
し
か
に
、
真
実
や
ら
善
や
ら
を
大
き
く
問
う
こ
と
も
哲
学
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が

哲
学
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

な
る
ほ
ど
、
古
代
か
ら
真
・
善
・
美
と
い
っ
た
高
邁
な
テ
ー
マ
が
哲
学
に
お
い
て
問
わ
れ
て
き
た
こ
と

は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
真
・
善
・
美
を
問
う
た
人
が
あ
ら
か
じ
め
哲
学
の
対
象
を
手
に
し
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て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

哲
学
者
は
、「
よ
し
、
哲
学
す
る
か
」
と
思
い
立
っ
て
、
哲
学
の
パ
レ
ッ
ト
か
ら
、
哲
学
的
な
テ
ー
マ

で
あ
る
と
保
証
済
み
の
「
善
」
と
い
う
名
の
絵
の
具
を
選
ん
で
哲
学
の
小こ

綺ぎ

麗れ
い

な
絵
を
描
く
わ
け
で
は
な

い
。
善
な
る
も
の
を
哲
学
的
に
問
う
た
ら
、
そ
れ
以
降
、
善
が
哲
学
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が

本
当
の
順
序
で
し
ょ
う
。

　

絵
の
譬た
と

え
話
を
続
け
る
な
ら
、
あ
な
た
が
そ
の
へ
ん
に
転
が
っ
て
い
る
泥
を
取
り
あ
げ
て
絵
を
描
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
泥
は
そ
れ
以
降
、
哲
学
の
絵
の
具
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
そ
れ
以
降
、
そ

の
絵
は
哲
学
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

世
事
か
ら
遠
い
も
の
、
賢
そ
う
な
も
の
、
深
遠
そ
う
な
も
の
な
ど
、
哲
学
ら
し
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作

っ
て
い
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
哲
学
に
は
そ
う
い
う
側
面
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
物

事
を
突
き
つ
め
て
考
え
る
と
、
結
局
は
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
何
か
に
到
達
す
る
こ
と
も
多
い

と
い
う
の
は
事
実
で
す
。

　

し
か
し
、
哲
学
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
し
、
必
ず
し
も
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
も
の
で
も
な
い
。
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哲
学
は
悩
み
で
も
悩
み
の
解
決
で
も
な
い

　

哲
学
は
深
刻
な
悩
み
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
悩
み
の
解
決
で
も
な
い
。
こ
れ
が
第
三
点
で

す
。

　

哲
学
に
は
ど
う
し
て
も
、「
人
生
と
は
？
」「
幸
福
と
は
？
」「
正
し
い
と
は
？
」「
死
と
は
？
」
と
、
眉

間
に
皺し
わ

を
寄
せ
て
考
え
る
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
さ
し
ず
め
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
の

『
考
え
る
人
』
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
哲
学
す
る
と
き
に
悩
む
こ
と
が
多
い
の
も
事
実
で
し
ょ
う
が
、
深
い
悩
み
や
つ
ら
さ
が
哲

学
を
基
礎
づ
け
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
虫
を
嚙か

み
つ
ぶ
し
た
よ
う
な
顔
を
四
六
時
中
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
軽
々
と
し
た
哲
学
、
愉
快
な
哲
学
だ
っ
て
、
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
。

　

な
る
ほ
ど
、
哲
学
と
宗
教
に
は
文
化
的
に
言
っ
て
近
さ
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
図
書
館
で
本

を
探
す
と
き
、「
日
本
十
進
分
類
法
」
と
い
う
も
の
を
頼
り
に
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
「
100

番
台
」
と
い
え
ば
「
哲
学
・
宗
教
」
で
す
。「
日
本
十
進
分
類
法
」
の
由
来
で
あ
る
「
デ
ュ
ー
イ
十
進
分

類
法
」
で
は
、
100
番
台
が
「
哲
学
と
心
理
学
」、
200
番
台
が
「
宗
教
」
で
す
が
、
や
は
り
隣
ど
う
し
で
す
。
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本
質
的
な
こ
と
、
観
念
的
な
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
突
き
つ
め
て
考
え
る
と
い
う
点
で
は
、
哲
学
と
宗
教
に
は

た
し
か
に
共
通
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
哲
学
は
、
生
死
を
含
む
人
の
深
い
悩
み
に
対
し
て
、
救
済
や
解
放
と
い
う
解
答
を
一
方
的
に

与
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。


