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哲
学
的
知
識
の
問
題
と
い
う
こ
の
大
き
な
難
か
し
い
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
長
い
秩
序
立
っ
た
取
り
扱
い
を
必
要
と
す
る
。
今
蒸
す
く

な
く
と
も
英
米
哲
学
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
互
に
著
し
く
違
っ
た
見
解
が
真
面
目
に
提
出
せ
ら
れ
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
問
題
は
さ
ら
に
難
か
し
く
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ず
っ
と
不
変
に
保
た
れ
て
来
た
或
る
種
の
伝
統
的
な
見
地
は

あ
っ
た
。
と
く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・
ト
マ
ス
的
哲
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
伝
統
は
た
い
て
い
の
場
合
、
実
証
主
義
、

．
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
、
言
語
分
析
、
現
象
学
な
ど
の
諸
運
動
に
よ
っ
て
、
ま
た
こ
れ
ら
運
動
の
ど
れ
と
も
容
易
に
同
一
視
で
き
な
い
若
干
の

個
々
の
哲
学
者
の
哲
学
に
つ
い
て
の
考
え
方
な
ど
に
よ
っ
て
、
惹
き
起
こ
さ
れ
た
思
想
の
激
動
か
ら
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
状
況
は
複
雑
で
あ
り
、
こ
れ
が
今
後
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
る
よ
う
な
、
い
か
な
る
理
由
も

存
在
せ
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
哲
学
の
問
題
と
い
う
も
の
に
は
、
こ
う
い
う
状
態
を
必
至
な
ら
し
め
る
何
も
の
か
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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哲
学
的
知
識
の
聞
題
は
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
も
現
代
に
お
い
て
も
方
法
の
見
地
か
ら
採
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
、
物
を
知

　
る
方
法
は
知
ら
れ
る
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
独
立
に
と
り
出
さ
れ
る
と
、
知
識
の
あ
ら
ゆ
る
形
態

　
　
　
　
哲
学
的
知
識
の
研
究
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に
ひ
ろ
く
適
用
餓
来
、
も
ち
ろ
ん
特
に
哲
学
に
も
適
用
出
来
る
、
と
前
提
さ
れ
た
。
歴
史
を
見
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
う
い
う
採
り
上
げ

方
を
持
ち
幽
し
た
暫
学
者
の
す
ぐ
れ
た
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
影
響
が
爾
洋
暫
学
に
お
い
て
ず
っ
と
作
用
し
続
け
て
い

る
こ
と
は
著
し
い
事
実
で
あ
る
。
方
法
に
対
す
る
モ
デ
ル
は
時
に
は
数
学
で
あ
っ
た
し
時
に
は
経
験
科
学
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
に

も
前
提
は
同
一
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
学
問
に
は
一
つ
の
は
っ
き
り
し
た
方
法
が
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
を
と
り
概
し
て
あ
ら

ゆ
る
領
域
に
適
用
し
う
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
ど
れ
か
の
領
域
に
お
い
て
す
で
に
真
理
を
生
み
出
し
得
た
方
法
は
、
ど
の
領
域
に
適

用
さ
れ
て
も
同
様
に
正
し
い
観
念
を
生
み
漏
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
を
元
気
づ
け
、
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
そ
そ

る
考
え
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
モ
デ
ル
が
数
学
で
あ
る
場
倉
で
も
経
験
科
学
で
あ
る
場
合
で
も
、
近
世
に
お
い
て
は
こ
の
考
え
は
、
そ

れ
ら
科
学
の
異
常
な
進
歩
と
い
う
脇
詰
を
背
後
に
も
っ
て
い
た
。
　
『
純
粋
な
』
方
法
が
こ
れ
ら
の
科
学
か
ら
取
り
出
さ
れ
う
る
と
い
う
信

念
は
、
根
本
的
な
意
識
的
な
熱
熱
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
前
提
が
科
学
と
そ
の
影
響
力
と
の
異
常
な
発
展
に
促
が
さ

れ
て
採
ら
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
識
約
で
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
哲
学
的
知
識
の

こ
の
方
法
論
的
取
り
扱
い
に
使
っ
た
近
代
思
想
の
多
く
の
も
の
の
青
景
に
存
し
た
　
条
件
で
あ
る
こ
と
は
朋
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
い
う
種

類
の
極
め
て
深
い
歴
史
的
社
会
的
影
響
は
、
哲
学
的
知
識
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
重
要
な
手
懸
り
で
あ
っ
て
、
哲
学
そ
の
も
の
に
は
外

的
な
条
件
だ
と
し
て
、
全
く
無
視
さ
れ
た
り
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
の
も

つ
正
当
性
は
哲
学
的
思
惟
に
お
け
る
こ
の
要
因
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
方
法
が
数
学
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
に
せ
よ
経
験
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
に
せ
よ
、

　
つ
の
『
純
粋
な
』
方
法
を
意
識
的
に
前
提
す
る
こ
と
、
の
方
へ
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
再
び
デ
カ
ル
ト
と
西
洋
思
想

に
対
す
る
か
れ
の
大
き
な
影
響
と
を
か
え
り
み
る
と
き
、
数
学
的
モ
デ
ル
が
哲
学
的
知
識
へ
の
導
き
と
し
て
あ
の
よ
う
に
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
現
わ
れ
た
こ
と
は
む
し
ろ
驚
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
骨
だ
け
の
形
に
し
て
云
え
ば
、
ま
ず
不
可
疑
の
真
理
を
選
び
出
し
、
次

に
か
く
し
て
選
ば
れ
た
畑
谷
提
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
的
帰
結
を
ひ
き
出
す
こ
と
、
を
提
案
し
て
い
る
。
し
か
し
方
法
と
し
て
は
そ
れ
は



　
不
可
疑
の
真
理
へ
の
導
き
を
与
え
て
ば
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
ま
さ
に
不
可
疑
の
真
理
を
選
ぶ
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
っ

　
た
の
で
あ
る
。
純
粋
な
方
法
の
前
提
で
あ
る
不
可
疑
な
真
理
の
選
択
と
い
う
こ
と
は
方
法
そ
の
も
の
と
何
の
か
か
わ
り
も
持
っ
て
い
な
い

　
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ら
不
可
疑
の
真
理
は
、
特
殊
な
議
論
に
基
づ
い
て
居
り
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
面
白
い
も
の
だ

　
が
、
し
か
し
…
数
学
的
モ
デ
ル
か
ら
は
全
く
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
云
い
た
い
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
重
点
は
、

　
　
『
方
法
序
説
』
に
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
『
省
察
』
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
理
的
乃
歪
数
学
的
モ
デ
ル
を
重
視
す

　
　
る
こ
と
は
罵
る
重
要
な
目
的
に
は
役
立
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
煙
る
前
提
を
許
せ
ば
或
る
一
定
の
帰
結
が
必
然
的
に
承
認
さ
れ
ね
ば

　
　
な
ら
ぬ
と
い
う
事
実
を
生
き
生
き
と
浮
き
立
た
せ
た
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
多
く
の
例
に
つ
い
て
こ
の
真
理
を
明
示
し
て
い
る
。

　
　
し
か
し
方
法
の
こ
の
働
き
は
如
何
な
る
前
提
を
も
与
え
た
の
で
な
く
、
如
傭
な
る
内
容
的
哲
学
的
真
理
を
与
え
た
の
で
も
な
か
っ
た
の
で

　
　
あ
る
。
上
述
の
二
次
的
な
価
値
以
外
に
は
、
数
学
の
中
で
誓
学
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
何
の
結
果
を
も
生
ま
な

　
　
か
っ
た
。
も
っ
と
も
十
九
世
紀
の
末
に
フ
レ
ー
ゲ
そ
の
他
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
新
た
な
仕
事
は
例
外
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ

　
　
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
重
要
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
論
じ
て
い
る
の
と
は
違
っ
た
種
類
の
発
展
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
哲
学
的
知
識
の
問
題
を
経
験
科
学
に
基
い
た
方
法
論
的
そ
デ
ル
に
よ
っ
て
扱
お
う
と
す
る
大
き
な
努
力
も
ま
た
な
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ

　
　
の
近
代
的
形
式
だ
け
を
採
り
上
げ
る
と
し
て
も
、
十
八
世
紀
以
来
の
長
い
か
つ
次
第
に
複
雑
さ
を
増
し
た
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
試
み
の
す

　
　
べ
て
の
形
に
お
い
て
と
は
云
え
な
い
が
そ
の
懸
る
も
の
に
お
い
て
は
、
　
一
つ
の
方
法
が
経
験
科
学
か
ら
取
り
娼
さ
れ
る
こ
と
が
繊
来
、
　
一

　
　
撃
取
り
出
さ
れ
る
と
そ
の
方
法
は
哲
学
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
ひ
ろ
く
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
。
あ
る
哲
学
者
、
た
と

　
　
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
デ
ュ
ー
イ
は
、
科
学
の
・
万
法
を
哲
学
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
『
科
学
的
哲
学
』
が
生
れ
る
で
あ
ろ
う
と
信

　
　
じ
た
。
こ
う
い
う
や
り
方
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
考
え
は
、
観
察
が
、
与
え
ら
れ
た
理
論
の
有
利
な
証
拠
に
な
る
か
不
利
な
証
拠
に
な
る

　
　
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
、
理
論
と
そ
れ
に
と
っ
て
有
意
味
な
観
察
と
の
関
係
、
を
採
り
上
げ
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
過
去
百
年
の
間
の
経

㎜　
　
験
科
学
の
圧
倒
的
な
成
功
は
そ
れ
だ
け
で
、
こ
う
い
う
考
察
を
大
切
に
　
思
わ
せ
る
に
充
分
な
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
心
的
な
観
念
の
分
析

　
　
　
　
　
　
哲
学
的
知
識
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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に
近
年
の
英
米
哲
学
に
お
い
て
捧
げ
ら
れ
た
努
力
と
能
力
は
莫
大
な
も
の
で
あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
科
学
的
方
法
に
対
す
る
こ
の
関
心
の
主
要
な
表
現
は
最
近
で
は
、
ウ
イ
ー
ン
軍
団
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。

科
学
的
モ
デ
ル
を
定
式
化
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
独
立
に
取
り
出
そ
う
と
す
る
、
こ
の
努
力
の
展
開
に
お
い
て
、
事
実
上
何

が
起
こ
っ
た
か
を
注
意
す
る
こ
と
は
、
そ
う
い
う
努
力
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
有
益
で
あ
る
。
こ
の
運
動
が
哲
学
一

般
に
対
す
る
不
満
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
経
験
諸
科
学
に
共
通
な
方
法
を
見
出
そ
う
と
望
ん
だ
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
ウ
イ
ー
ン
凶
弾
に
属
す
る
或
る
人
々
（
そ
の
一
例
は
シ
ュ
リ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
）
に
と
っ
て
は
、
科
学
的
方
法
に
対
す
る

関
心
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
述
べ
た
一
般
的
な
考
え
方
、
す
な
わ
ち
方
法
を
一
旦
独
立
に
取
り
出
せ
ば
そ
れ
を
哲
学
に
も
適
用
し
、
科

学
的
哲
学
を
産
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
生
じ
た
。
し
か
し
こ
の
運
動
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
或
は
す
く
な
く
と
も

そ
の
も
っ
と
も
有
力
な
表
現
に
つ
い
て
見
る
と
、
哲
学
に
関
し
て
は
全
く
予
期
に
反
し
た
憤
る
事
が
結
果
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
簡
単
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
的
方
法
は
諸
科
学
自
身
を
越
え
て
適
用
さ
れ
得
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
的
方
法
が
独
立
し
て
取
り
出
さ
れ
た
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
の
扱
う
事
実
以
外
に
そ
れ
を
適
用
す
べ
き
も

の
は
何
も
見
出
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
科
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
諸
々
の
主
張
と
い
う
も
の
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
知
識
そ
の
も
の
で
な

く
知
識
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
科
学
的
方
法
を
独
立
に
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
的
な
哲
学

的
主
張
そ
の
も
の
は
存
在
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
従
っ
て
、
存
在
に
関
す
る
内
容
的
主
張
と
い
う
意
味
で
の
科

学
的
哲
学
を
、
産
み
出
そ
う
と
す
る
希
望
は
、
誤
ま
っ
た
希
望
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ウ
イ
ー
ン
学
麟
の
考
え
の
背
後
に
あ
る
論
理
は
力
強
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
に
対
す
る
衝
撃
と
し
て
の
役
を
果
し
た
。
そ

れ
は
哲
学
が
し
ば
し
ば
非
常
に
必
要
と
す
る
よ
う
な
刺
激
で
あ
っ
た
、
と
こ
ろ
で
論
理
実
証
主
義
は
、
科
学
的
知
識
の
理
解
の
た
め
の
そ

の
積
極
的
寄
与
を
別
に
し
て
い
え
ば
、
科
学
的
モ
デ
ル
が
、
　
そ
の
適
用
に
お
い
て
、
内
容
的
な
有
意
味
な
主
張
す
な
わ
ち
『
認
識
的
意

殊
』
を
も
つ
主
張
の
領
域
を
規
定
す
る
の
だ
と
い
う
、
興
味
あ
る
結
論
に
到
達
し
た
。
然
し
ま
さ
に
こ
の
点
に
言
い
過
ぎ
が
あ
る
の
で
あ



　
　
る
。
と
い
う
の
は
上
の
理
論
全
体
を
、
存
在
に
つ
い
て
の
内
容
的
主
張
を
含
ま
な
い
、
『
純
粋
な
』
メ
タ
言
語
で
言
い
表
わ
す
こ
と
は
一

　
　
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
と
思
う
が
　
　
不
可
能
で
あ
る
と
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
論
を
述
べ
る
の
に
必
要
な
有
意
味
な
概
念
の
例

　
　
と
し
て
『
粥
象
』
（
○
蕊
①
2
）
『
出
来
事
』
（
の
く
。
緊
）
『
言
語
外
的
存
在
』
（
巽
霞
年
｝
ぎ
α
q
銭
。
・
酢
ざ
①
艮
一
葦
）
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
哲
学
を
数
学
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
造
り
直
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
努
力
は
、
価
値
あ
る
努
力
で
は
あ
っ
た
が
、
成
功
し

　
　
な
か
っ
た
。
そ
し
て
最
近
経
験
的
モ
デ
ル
の
う
ち
に
哲
学
の
方
法
を
見
出
そ
う
と
い
う
努
力
は
、
科
学
的
モ
デ
ル
が
、
厳
格
に
言
え
ば
、

　
　
科
学
的
事
実
に
対
し
て
の
み
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
や
り
方
は
入
闇
の
知
識
の
「
部
門
を
取
り

　
　
上
げ
て
そ
の
方
法
を
記
述
す
る
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
数
学
に
お
け
る
顕
著
な
成
功
、
ま
た
経
験
科
学
で
は
例
え
ば
物
理
学
に

　
　
お
け
る
顕
著
な
成
功
が
、
明
ら
か
に
こ
う
い
う
や
り
方
を
促
が
す
の
で
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
障
る
程
度
は
こ
う
い
う
や
り
方
に
根
拠
を

　
　
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
同
じ
根
拠
に
よ
っ
て
『
柔
か
い
』
　
（
そ
れ
程
精
密
で
な
い
）
科
学
或
い
は
歴
史
或
い
は
哲
学
自

　
　
身
さ
え
選
ん
で
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
判
断
し
う
る
か
ぎ
り
、
こ
の
選
択
に
一
つ
の
方
向
を
与
え
得
る
よ
う
な
、
始
め
か
ら
決

　
　
ま
っ
た
原
理
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
行
な
わ
れ
る
選
択
に
対
し
て
は
社
会
学
的
歴
史
的
そ
の
他
の
理
由
が
確
に

　
　
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
偶
然
的
な
事
情
に
過
ぎ
な
い
。
わ
た
く
し
の
考
え
で
は
英
米
世
界
で
の
最
近
の
哲
学
に
お
い
て
、
哲
学
の
方
法

　
　
の
探
究
の
た
め
の
も
っ
と
も
よ
い
拠
り
所
は
哲
学
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
充
分
な
理
解
か
ら
多
く
の
も
の
が
生
ま
れ

　
　
て
い
る
。
こ
う
い
う
や
り
方
に
は
秩
序
立
っ
た
簡
単
な
方
式
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
何
も
な
い
。
け
れ
ど
も
た
と
え
ば
哲
学
史
の
研
究
は
、
過

　
　
去
に
お
い
て
哲
学
者
は
有
意
味
な
主
張
を
な
し
て
お
り
、
か
れ
ら
の
反
省
の
う
ち
に
は
方
法
の
基
本
は
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
前
提
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
基
づ
か
な
い
な
ら
ば
、
全
く
哲
学
的
基
礎
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
私
は
思
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
哲
学
が
自
己
自
身
の
方
法
を
き
め
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
哲
学
者
自
身
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ

　
　
と
に
な
る
。
特
に
方
法
の
問
題
を
意
識
し
数
学
と
高
度
に
発
達
し
た
経
験
科
学
と
の
い
ず
れ
に
も
通
じ
て
い
た
近
代
哲
学
者
達
の
聞
で
、

05
2
　
二
十
世
紀
で
は
ラ
ッ
セ
ル
が
際
立
っ
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
哲
学
者
と
し
て
の
自
分
の
長
い
経
歴
を
回
顧
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
哲
学
的
知
識
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
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哲
学
研
究
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四
百
九
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

『
一
元
論
を
捨
て
て
以
来
の
わ
た
く
し
の
哲
学
の
発
展
を
通
じ
て
、
わ
た
く
し
は
い
ろ
い
ろ
な
変
化
を
経
験
し
た
に
も
拘
ら
ず
或
る
根
本

的
な
信
念
を
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
来
た
。
そ
れ
を
わ
た
く
し
は
ど
う
し
て
証
与
す
べ
き
か
を
知
ら
ぬ
が
自
分
に
は
疑
お
う
と
し
て
も
疑
い

え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
信
念
の
第
一
の
も
の
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
た
と
い
う
事
清
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
を

わ
ざ
わ
ざ
述
べ
る
の
が
恥
し
い
ほ
ど
明
自
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
真
理
」
が
「
事
実
」
に
対
す
る
点
る
種
の
関
係
に
依
存
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
信
念
は
、
世
界
が
摺
互
関
係
に
あ
る
多
く
の
も
の
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
儒
念

は
「
文
章
法
」
…
即
ち
文
章
の
構
造
－
が
、
事
実
の
構
造
に
対
す
る
或
る
関
係
を
も
つ
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
も
か

く
も
言
語
一
般
が
持
た
ざ
る
を
得
ず
、
ど
れ
か
の
国
語
に
特
有
な
も
の
で
な
い
よ
う
な
、
文
章
法
の
側
面
に
関
し
て
は
、
そ
う
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
上
述
の
三
つ
の
儒
念
ほ
ど
確
か
だ
と
は
感
じ
な
い
が
何
か
非
常
に
有
力
な
考
慮
が
わ
た
く
し
を
し
て
そ
れ
を

捨
て
し
め
る
の
で
な
け
れ
ば
ど
こ
ま
で
も
持
ち
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
原
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
複
合
体
に
つ
い
て
述
べ
う
る

こ
と
は
、
そ
の
複
合
体
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
な
し
に
そ
の
複
合
体
の
諸
部
分
と
そ
れ
ら
の
縮
互
関
係
だ
け
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
述

べ
う
る
、
と
い
う
原
理
で
あ
る
。
』
（
『
私
の
哲
学
の
発
展
』
一
五
七
－
一
五
八
頁
）

　
わ
た
く
し
が
こ
の
～
節
を
選
ん
だ
の
は
ラ
ッ
セ
ル
が
全
体
と
し
て
す
ぐ
れ
た
暫
学
者
で
あ
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
ま
た
か
れ
が
特
に
極

め
て
批
判
的
な
良
心
的
な
哲
学
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
の
一
節
は
い
く
つ
か
の
点
で
注
臼
に
値
す
る
。
か
れ
は
ま
ず
『
私
が
疑
お
う

と
し
て
も
疑
い
得
な
い
』
三
つ
の
命
題
を
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
こ
こ
に
は
デ
カ
ル
ト
的
な
ひ
び
き
が
あ
る
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
と
の
梱

似
は
、
む
し
ろ
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
非
数
学
的
な
側
面
へ
の
梱
似
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
前
提
の
第
一
の
も
の
す
な
わ
ち
真
理
は
事
実
へ

の
或
る
関
係
を
も
つ
と
い
う
前
提
は
、
そ
れ
が
時
々
否
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
故
に
の
み
か
れ
の
挙
げ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
か
れ
は

そ
れ
を
述
べ
る
の
を
『
恥
ず
か
し
い
』
と
感
じ
た
。
ラ
ッ
セ
ル
の
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
や
実
証
主
義
に
対
す
る
周
知
の
反
論
が
こ
の
時
か
れ

の
心
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
第
一
の
前
提
は
極
め
て
根
本
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
れ
が
た
と
え
ば
デ
ュ
ー
イ
の
真
理

の
理
論
を
批
評
す
る
際
に
と
っ
た
方
法
を
注
隣
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
ッ
セ
ル
は
真
理
に
関
す
る
か
れ
自
身
の
考
え
の
否
定
が
何



　
　
を
意
味
す
る
か
を
理
解
し
得
な
い
と
雷
う
の
で
は
な
い
。
事
実
ラ
ッ
セ
ル
は
デ
ュ
ー
イ
の
主
張
を
極
め
て
適
切
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
の
信
ず
る
と
こ
ろ
（
そ
し
て
た
し
か
に
デ
ュ
ー
イ
の
主
張
の
多
く
は
そ
う
い
う
結
論
に
い
た
る
の
だ
が
）
、
デ
ュ
ー
イ

　
　
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
『
真
理
』
が
関
係
を
持
ち
う
る
『
事
実
』
は
厳
密
に
云
え
ば
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
ッ
セ
ル
は
結
論
す
る
、

　
　
こ
れ
は
『
馬
鹿
げ
て
い
る
』
と
。

　
　
　
『
馬
鹿
げ
て
い
る
』
と
は
強
い
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
上
に
云
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
『
無
意
味
だ
』
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

　
　
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
デ
ュ
ー
イ
の
見
解
が
ラ
ッ
セ
ル
自
身
の
信
念
と
絹
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
儒
念
は
、
必
要

　
　
と
あ
れ
ば
、
力
強
く
麦
持
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
ラ
ッ
セ
ル
が
い
く
ら
か
骨
を
折
っ
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
科
学
と
常
識
と
の
い

　
　
ず
れ
に
よ
っ
て
も
現
実
に
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
、
そ
れ
ほ
ど
有
力
な
根
拠
を
も
ち
そ
れ
ほ
ど
広
く
麦
持
さ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
が
ら
を
、
わ
ざ
わ
ざ
根
拠
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
困
惑
し
て
い
る
。
　
（
周
知
の
よ
う
に
ラ
ッ
セ
ル
は
哲
学
の
中
で
度
々
冗
談

　
　
を
嚢
う
が
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
哲
学
的
困
惑
に
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
。
ラ
ッ
セ
ル
は
ま
た
『
世
界
が
梱
互
関
係
に

　
　
あ
る
多
く
の
も
の
か
ら
な
っ
て
い
る
』
と
い
う
か
れ
の
第
二
の
想
定
に
関
し
て
も
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
困
惑
を
感
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と

　
　
わ
た
く
し
は
思
う
。

　
　
　
こ
れ
ら
二
つ
の
儒
念
は
哲
学
的
思
惟
の
一
つ
の
源
か
ら
取
ら
れ
た
適
切
な
例
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
と
行
動
の
基
本
構
造
の
う
ち

　
　
に
極
め
て
深
く
根
差
し
て
い
る
網
当
多
く
の
数
の
信
念
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
を

　
　
特
に
意
識
し
、
そ
れ
ら
を
説
明
し
理
由
づ
け
よ
う
と
企
て
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
儒
念
は
哲
学
又
は
形
而
上
学
を
生
む
こ
と
と
な
る
の
で

　
　
あ
る
。
帰
納
法
の
原
理
に
対
す
る
ヒ
ュ
…
ム
の
疑
い
は
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
種
類
の
極
め
て
基
本
的
な
前
提
の
否
定
で
あ
っ
た
、
と
わ
た

　
　
く
し
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
哲
学
の
研
究
者
な
ら
ば
だ
れ
で
も
こ
の
原
理
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
的
分
析
か
ら
救
う
こ
と
が
如
何
に
困
難

㏄
で
あ
る
か
・
と
知
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
純
粋
程
批
判
』
の
芒
た
と
．
塔
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。
　
　
　
：
、
、
、
、

2
　
　
ラ
ッ
セ
ル
の
述
べ
て
い
る
よ
う
な
信
念
は
平
凡
で
陳
腐
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
信
念
の
批
評
す
な
わ
ち
理
由
を
持
っ
た
否

　
　
　
　
　
哲
学
的
知
識
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

定
お
よ
び
理
由
を
も
っ
た
脊
定
は
、
決
し
て
平
凡
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
事
実
』
と
い
う
何
気
な
い
言
葉
を
と

っ
て
み
よ
う
。
こ
の
言
葉
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
上
物
を
少
し
で
も
読
め
ば
分
る
よ
う
に
、
哲
学
の
大
変
重
要

な
仕
事
な
の
で
あ
る
。
実
際
ラ
ッ
セ
ル
の
初
期
の
思
想
は
こ
の
問
題
を
中
心
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、
自
分
が
『
事
実
』

を
『
基
本
的
信
念
』
と
し
て
守
り
つ
づ
け
た
と
云
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
時
に
は
『
事
実
』
の
概
念
を
捨
て
よ
う
と
さ
え
思
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
基
本
的
地
霊
を
『
方
法
的
懐
疑
』
に
よ
っ
て
つ
き
と
め
う
る
、
と
い
う
興
味
あ
る
考
え
を
持

っ
た
。
し
か
し
い
ろ
い
ろ
な
信
念
を
ひ
と
り
で
吟
味
し
て
そ
の
中
か
ら
不
可
疑
の
信
念
を
と
り
鳩
す
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
ら
か
の
価
値

は
持
つ
で
あ
ろ
う
が
、
余
り
有
効
な
企
て
で
は
な
い
、
と
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ
る
。
前
に
云
っ
た
よ
う
に
哲
学
の
初
め
に
置
か
れ
る
信

念
の
い
く
つ
か
は
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
と
行
動
の
根
底
を
な
し
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
、
し
ば
し
ば
無
意
識
の
黙
念
と
い
う
も
の
が
あ
る
、

と
い
う
見
解
を
主
張
し
た
が
、
こ
れ
は
、
わ
た
く
し
に
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
ラ
ッ
セ
ル
は
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
信
念
を
、

も
と
も
と
無
意
識
の
種
類
の
も
の
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
念
を
意
識
の
繋
る
い
光
の
中
へ
引
き
賀
す
こ
と
は
、
意
識
的
な

探
究
の
任
で
は
お
そ
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
無
意
識
の
信
念
に
対
す
る
洞
察
を
与
え
る
も
の
は
、
む
し
ろ
、
或
る
時
選
る
場

所
で
の
偶
然
的
な
事
情
で
あ
り
、
無
人
の
意
識
的
儒
念
に
対
し
て
は
外
的
な
何
物
か
で
あ
る
。
哲
学
の
歴
史
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
一

し
か
も
こ
の
点
こ
そ
哲
学
の
歴
史
が
絶
え
ず
興
味
を
惹
く
理
由
の
一
つ
な
の
で
あ
る
が
1
幾
人
か
の
天
才
が
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
基
本

的
諸
信
念
を
は
っ
き
り
否
定
あ
る
い
は
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
ら
信
念
を
意
識
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
場
合
屡
々
否
定
は
脊
定
よ
り
も
哲
学
的
に
強
い
劇
…
激
を
与
え
る
。

　
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
（
彼
の
著
『
個
体
』
に
お
い
て
）
、
諸
々
の
信
念
の
中
心
的
な
『
核
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
そ
れ
が
哲
学
の
探
究
す

べ
き
領
域
で
あ
る
、
と
最
近
主
張
し
た
。
か
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
上
に
ラ
ッ
セ
ル
か
ら
取
っ
た
例
が
示
す
よ
う
な
い
く
つ
か
の
基

本
的
信
念
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
不
変
で
あ
る
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
ほ
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
核
』
が



　
　
人
間
の
思
惟
と
行
動
と
の
根
底
に
横
た
わ
る
信
念
の
内
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
か
れ
も
お
そ
ら
く
極
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ら
の
信
念
の
何
か
中
心
的
な
『
核
』
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
つ
き
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
何
も
新

　
　
し
い
主
張
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
G
・
E
・
ム
ー
ア
が
既
に
今
世
紀
の
始
め
に
、
そ
う
い
う
中
心
的
な
核
を
『
わ
れ
わ
れ
の
誰

　
　
も
が
真
だ
と
知
っ
て
い
る
こ
と
』
と
し
て
確
定
し
よ
う
と
努
め
た
か
ら
で
あ
る
。
ム
ー
ア
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
性
格
を
持
た
な

　
　
い
若
干
の
周
辺
的
な
信
念
を
も
認
め
た
。
勿
論
ム
ー
ア
は
中
心
的
な
核
を
選
ぶ
の
に
広
汎
な
且
つ
細
か
い
点
に
立
ち
入
っ
た
議
論
を
行
っ

　
　
た
。
と
い
う
の
は
中
心
的
核
と
は
わ
れ
等
す
べ
て
の
儒
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
殆
ん
ど
同
歯
反
覆
を
出
で
な
い
か

　
　
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
信
念
の
そ
の
よ
う
な
中
心
核
が
確
に
あ
る
と
人
々
は
始
め
か
ら
信
じ
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し

　
　
て
も
、
そ
れ
が
見
繊
さ
れ
る
唯
一
の
道
は
（
私
の
知
る
限
り
で
は
）
、
ム
ー
ア
が
こ
の
探
題
に
つ
い
て
辿
っ
た
道
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
が
表
現
し
う
る
限
り
の
わ
れ
わ
れ
の
基
本
的
観
念
を
吟
味
す
る
こ
と
は
哲
学
の
一
つ
の
重
要
な
源
泉
で
は
あ
る
が
、
唯
一
の

　
　
源
泉
だ
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
、
わ
た
く
し
は
思
う
。
た
と
え
ば
他
の
源
泉
を
も
う
一
つ
だ
け
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
者
達
は
時

　
　
に
、
贈
る
異
常
な
信
念
の
た
め
に
『
議
論
を
構
え
る
』
。
か
れ
ら
は
そ
れ
を
証
明
す
る
の
で
は
な
い
（
こ
れ
は
ワ
イ
ス
マ
ン
の
論
じ
た
通

　
　
り
で
あ
る
）
。
し
か
し
か
れ
ら
は
一
つ
の
儒
念
を
、
普
通
と
は
違
っ
た
新
な
考
え
方
の
中
に
移
し
入
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
こ
と
が
あ
る

　
　
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
努
力
は
や
は
り
他
の
諸
信
念
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
、
異
常
な
思

　
　
弁
的
な
儒
念
を
理
解
す
る
の
に
必
要
な
、
多
少
と
も
共
通
に
い
だ
か
れ
て
い
る
信
念
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
対
象
が

　
　
『
感
覚
所
与
』
「
の
集
合
で
あ
る
、
と
い
う
儒
念
は
、
一
つ
の
異
常
な
信
念
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
信
念
は
、

　
　
と
も
か
く
も
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
　
『
対
象
』
に
つ
い
て
の
も
と
か
ら
あ
る
考
え
に
幾
分
で
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

　
　
あ
る
。
感
覚
所
与
の
学
説
の
歴
史
は
、
或
る
異
常
な
信
念
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
黙
念
は
、
と
も
か
く
も
理

　
　
解
さ
れ
る
た
め
に
は
、
　
『
対
象
』
に
つ
い
て
の
も
と
か
ら
あ
る
考
え
方
に
幾
分
で
も
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
感
覚

09
2
　
所
与
の
学
説
の
歴
史
は
、
或
る
異
常
な
信
念
を
支
持
す
る
た
め
に
議
論
が
構
え
ら
れ
る
さ
ま
、
を
極
め
て
よ
く
例
示
し
て
い
る
。
こ
の
儒
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念
は
明
ら
か
に
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
そ
の
心
念
を
亥
持
す
る
と
こ
ろ
の
幾
つ
か
の
よ
き
理
由
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

理
由
は
ま
た
、
そ
の
信
念
を
排
除
す
る
理
由
と
注
意
深
く
つ
き
合
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
異
常
な
儒
念
に
と
っ
て
当
て
は
ま
る
こ
と
は
、
上
述
の
も
っ
と
基
本
的
な
心
念
を
支
持
し
或
い
は
否
定
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
、
或
る

程
度
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
基
本
的
信
念
と
い
え
ど
も
、
決
定
的
に
証
明
さ
れ
た
り
決
定
的
に
否
定
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
こ
れ
ら
の
儒
念
は
、
よ
き
議
論
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
ま
た
よ
き
議
論
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
う
る
。
さ
ら
に
ま
た
一
つ
の
儒
念

が
そ
れ
を
支
持
す
る
よ
き
議
論
と
そ
れ
に
反
対
す
る
よ
き
議
論
と
の
問
に
い
わ
ば
霜
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
特
別
な
場
合
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
揚
覧
た
い
て
い
合
理
的
な
選
択
ま
た
は
決
定
を
生
む
に
充
分
な
重
み
が
ど
ち
か
の
方
向
に
働
く
も
の
で
あ
る
。
す
る

と
問
題
は
そ
の
特
定
の
人
に
と
っ
て
は
、
す
く
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
落
着
す
る
。
し
か
し
新
た
に
そ
れ
を
揺
が
す
よ
う
な
議
論
が
い
つ

で
も
現
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
探
究
の
弁
証
法
に
は
終
り
と
い
う
も
の
は
な
い
。

　
上
の
よ
う
な
形
式
張
ら
ぬ
議
論
は
、
そ
れ
を
正
確
に
し
充
分
に
理
由
づ
け
る
に
は
更
に
長
い
時
間
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
、
哲
学
の
一

つ
の
考
え
方
を
、
暗
示
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
た
く
し
は
ラ
ッ
セ
ル
の
挙
げ
た
基
本
的
な
信
念
の
う
ち
工
つ
を
採
り

上
げ
た
だ
げ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
の
二
つ
は
哲
学
の
仕
事
が
何
で
あ
る
か
を
示
す
の
に
更
に
一
層
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。
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