
虞

理
.

に

つ

い

て

ー

緒

冒

斎

藤

武

.

雄

/

＼

′

真
理
と
は
何
で
あ
る
か
､
そ
れ
を
深
-
考
え
れ
ば
考
え
る
程
益
号
で
の
自
明
性
が
失
わ
れ
て
行
-
｡
真
理

へ
の
問
は
古
来
存
在
と
の
関

連
に
お
い
て
提
超
さ
れ
た
｡
而
し
て
根
源
的
に
は
真
理
は
人
間
の
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
｡
真
理
は
人
間
の
も
つ
真
理
で
あ

-
､
人
間
の
真
理
で
あ
る
｡
併
し
そ
の
人
間
の
在
り
方
は
多
様
性
を
も
つ
の
で
あ
り
､
こ
の
人
間
存
在
の
多
様
性
か
ら
真
で
あ
る
こ
と
即

ち
真
理
の
多
様
性
が
生
ず
る
｡
真
理
は

一
義
的
自
明
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
｡

ガ
イ
ス･L

か
-
て
真
理
の
多
様
性
は
類
型
的
に
探
求
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
｡

即
ち
意
識

1
椴
の
真
理
､
硯
存
在
の
真
理
､
精
神
の
真
理
及
び
実
存

＼

の
真
理
と
言
う
よ
う
に
人
間
の
在
り
方
の
多
様
性
か
ら
真
理
の
類
型
を
観
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡
併
し
か
か
る
多
様
性
の
相
対
的
考

察
の
み
で
は
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
満
足
し
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
理
性
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
結
び
つ
け
統

一
せ
ん
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
｡
理
性
は

一
つ
の
真
理
､
絶
対
の
真
理
を
求
め
て
や
ま
な
い
｡
併
し
唯

1
絶
対
の
真
理
を
客
観
的
対
象
的
に
把
捉
す
る
こ
と
は
有
限

な
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
｡
絶
対
的
真
理

へ
の
道
は
意
識

1
椴
､
規
存
在
､
精
神
と
言
う
内
在
の
立
場
を
超
え
て
超
越
者
た

コ
ム
ニカツ
イ
オ
ン

る

一
着

へ
の
哲
学
的
信
仰
の
下
に

交

通

に
よ
る
実
存
の
真
理
を
実
現
し
､
そ
れ
が
内
的
行
為
と
し
て
内
在
の
す
べ
て
の
立
場
を
貫
ぬ

ノ̀
L
fr.



き
働
き
そ
れ
を
限
定
し
て
無
限
に
そ
れ
を
繰
-
返
す
こ
と
以
外
に
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
か
-
し
て
人
間
は
全
人
と
し
て
真
で
あ
り
得

る
で
あ
ろ
う
｡

対
立
す
る
真
理
概
念
の
統

一
の
研
究
は
永
遠
の
課
題
で
あ
る
と
共
に
刻
下
の
急
務
で
あ
る
｡
併
し
上
述
の
如
き
全
人
と
し
て
の
真
理
の

詳
論
は
後
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
て
'
今
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
中
心
と
し
て
真
理
の
諸
様
式
の
考
察
を
な
そ
う
と
思
う
｡

- 2-

二

意
識

一
般
の
真
理

思
惟
の
歴
史
を
回
顧
す
る
と
き
'
撮
初
に
は
絶
対
的
真
理
の
主
張
が
､
次
に
は
真
実
存
在
す
べ
て
へ
の
懐
疑
が
超
-
'
両
者
と
並
ん
で

(註
一)

仮
象
的
真
理
の
読
弁
的
に
気
健
な
利
用
が
担
え
て
い
る
と
言
う
よ
う
に
動
揺
が
あ
る
の
で
あ

る

｡

我
々
は
か
か
る
例
を
苗
代
希
臓
の
哲
学

に
容
易
に
見
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
0
そ
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
､
プ
ラ
･1
ン
'
ア
リ
ス
･1
テ
レ
ス
の
努
力
が
客
観
的
真
理
の
確
立
を
目
指
し
て

な
芦
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
ア
リ
ス
･L
テ
レ
ス
は
ビ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
､

エ
レ
ア
学
派
ヽ
ソ
ク
ラ
テ
ス
'
プ

ラ
･L
ン
に
於
い
て
準
備
さ
れ
た
も
の
の
綜
合
'
体
系
化
と
し
て
の
論
理
学
の
大
成
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

(註
二
)

さ
て
'
ア
リ
ス
･L
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
真
理
概
念
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
次
の
三
つ
に
於
い
て
特
徴
付
け
て

い

る

｡

ア

ウr
(ザ
ーゲ
ウ

ルタイ
ル

H

真
理
の

｢
場
所
｣
("
O
rt"
)
は
言

表

(

判

断

)

で
あ
る
｡

.

ゲ

-ゲ
ンシ
ユ

タン

ト

肖

真
理
の
本
虞
は
判
断
と
そ
の
対

象

と

の

一
致

(tJ
bere
in
sti
m
m
ur]g
)
に
あ
る
｡

日

論
理
学
の
父
'
ア
リ
.ス
･L
デ
レ
ス
は
真
理
を
そ
の
根
源
的
場
所
た
る
判
断
に
帰
属
せ
し
め
そ
し
て

｢
一
致
｣
と
言
う
真
理
の
定
義

を
も
通
用
せ
し
め
た
の
で
あ
る
｡

丈
カ
ン
下
は

｢
人
々
が
そ
れ
を
以
っ
て
論
理
学
者
た
ち
を
窮
地
に
追
い
込
む
と
思

っ
て
い
る
古
い
有
名
な
問
題
は
-
-
真
理
と
は
何
ぞ



や
の
問
題
で
あ
る
｡
即
ち
真
理
は
認
識
と
そ
の
対
象
と
の

一
致
で
あ
る
と
云
う
真
理
の
名
の
儲
明
は
此
処

で
許
容
さ
れ
前
提

さ

れ

て

い

./

ク

サ

テヮ
ウÅ

､

る
｡
併
し
人
々
の
知
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
は
個

々
の
認
識
の
真
理
の

一
般
的
に
し
て
確
実
な
る
徴

表

(

基
準
)
は
何
で
あ
る
か
と
い
う

(
註
三
)

こ
と
で
あ

る

｣

と
言

っ
て
い
る
｡
又

｢
若
し
も
真
理
が
認
識
と
そ
の
対
象
と
の

一
致
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
対
象

は
他
の
対
象
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
､
何
と
な
れ
ば
認
識
が
若
し
彼
が
関
係
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
対
象
と

一
致
し
な
い
時
に
は
､

(註
四
)

た
と
え
認
識
が
他
の
諸
対
象
に
よ
-
当
て
は
ま
る
こ
と
が
で
き
る
何
物
か
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
､
誤
で
あ
る
か
ら
で

あ

る

｣

と
も
言

シ
ヤ

イ
ン

っ
て
い
る
｡
更
に
又
彼
は
先
験
的
弁
証
論
の
緒
言
に
於
い
て

｢
真
理
か

仮

象

か
と
云
う
こ
と
は
､
直
観
さ
れ
る
限
-
に
於

い
て
の
対
象
に

(註
五
)

存
す
る
の
で
は
な
-
て
'
思
惟
さ
れ
る
限
-
に
於
け
る
対
象
に
関
す
る
判
断
の
中
に
存
す

る

｣

と
言

っ
て
い
る
｡

か
か
る

一
致
､
合
致
等
の
真
理
の
特
性
は

一
般
的
で
あ
-
､
形
式
的
で
あ
る
｡
そ
れ
は
形
式
論
理
学
の
立
場
に
於
け
る
言
表
の
真
理
､

判
断
の
真
理
で
あ
っ
て
真
理
の
消
極
的
条
件
で
あ
る
｡
こ
れ
は
消
極
的
と
は
言

い
な
が
ら
対
象
認
識
の
不
可
欠
的
条
件
で
あ
っ
て
､
形
式

的
な
も
の
と
し
て
意
識

1
椴
の
真
理
の

1
様
態
で
あ
る
｡

然
し
な
が
ら
カ
ン
･L
の
求
め
た
真
理
は
t
か
-
の
如
き
､
内
容
と
無
関
係
な
真
理
で
は
な
-
､
即
ち
思
惟

1
椴
の
形
式
に
関
す
る
の
み

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
か
か
る
真
理
の
消
極
朋
棲
準
で
は
な
く

｢
如
何
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
断
は
可
能
な
り
や
｣
と
言
う

(註
六
)

間
に
答
え
る
所
の
党
験
的
分
析
論
と
し
て
の

｢
真
理
の
論
理

学

｣

(eine
L
ogik
d
er
W
a
h
rh
e
it
)
に
於
け
る
客
観
性
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
｡
客
観
性
た
る
真
理
は
内
容
に
関
し
て
､
対
象

の
認
識
が
普
遍
性
と
必
然
性
と
を
も
つ
所
に
存
立
す
る
の
で
あ
る
｡

以
上
に
於

い
て
見
た
普
遍
妥
当
の
真
理
は
､
そ
れ
が
形
式
的
に
せ
よ
先
験
的
に
せ
よ
､
入
間
存
在
の

一
様
態
た
る

｢
意
識

一
般
｣
(B
?

w
u
L3tsei
n

iib
e
r
h
a
u
p
t
)

の
地
平
に
於

い
て
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
｡
か
か
る
地
平
は
諸
科
学
の
空
間
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
､

同
時
に
そ
れ
は
言
表
可
能
性
に
於

い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
我
々
に
対
し
て
明
白
化
す
る
空
間
で
あ
る
｡
即
ち
意
識

一
般
と
い
う
普
遍
性
と

必
然
性
と
を
本
虞
と
す
る
人
間
存
在
の
一
様
態
が
か
か
る
地
平
乃
至
空
間
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
地
平
に
於
い
.て
客
観
的
世
界
が

3



l

成
立
ち
'
客
体
的
真
理
が
可
能
と
な
る
｡

(註
七
)

｢
意
識

一
般
の
真
理
は
強
制
的
正
当
性
と
し
て
認
め
ら
れ

る

｣

と
言
わ
れ
る
如
-
､

一
般
的
な
そ
し
て

一
切
を
拘
束
す
る
必
然
の
正
し
さ

で
あ
る
｡
又

｢
そ
れ
は
そ
れ
白
身
に
よ
っ
て
存
し
､

1
つ
の
他
者
･
･
･1

こ
れ
に
対
し
て
そ
れ
が
手
段
で
あ
る
如
き
-

か
ら
妥
当
す
る
の

(
註

八
)

で
は
な
い
｡
そ
れ
は
明
証
性

(E
v
id
e
ru
)
に
於
い
て
日
己
を
確
証
す

る

｣

も
の
で
あ
-
､
こ
の
真
理
は
悟
性
の
明
証
以
外
に
妥
当
の
根

拠
を
有
た
な
い
も
の
で
あ
る
｡
更
に

｢
意
識

1
般
と
し
て
､
単
な
る
思
惟
の
代
替
可
能
な

1
点
が
琴
言
す
る
｡
そ
れ
は
思
惟

1
椴
と
し
て

あ
り
'
こ
の
現
存
在

(()a
se
in
)
と
し
て
或
は
実
存

(E
x
iste
n
z
)
の
日
己
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
｡
こ
の
場
合
の
伝
達

(M
it･

t
e
i
lun
S
)
は

一
般
者
に
訴
え
な
が
ら
､
諸
の
聴
拠
に
よ
り
生
起
す
る
｡
そ
れ
は
正
し
い
妥
当
と
強
制
す
る
も
の
と
の
形
式
を
探
す
の
で
あ

(註
九

)

る

｣
｡

そ
れ
は
思
惟

1
般
と
し
て
普
遍
的
な
自
我
が
､
そ
し
て
そ
れ
故
自
己
保
持
と
自
己
拡
張
と
を
事
と
す
る
実
践
的
な
硯
存
在
で
な
い

理
論
的
自
我
が
'
史
に
単
独
者
と
し
て
日
己
存
在
に
関
心
し
本
来
の
自
己
た
ら
ん
と
す
る
か
け
が
え
の
な
い
実
存
で
な
い
所
の
代
替
可
能

な
自
我
が
発
言
す
る
の
で
あ
り
､
そ
の
伝
達
は
普
遍
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
強
制
的
な
妥
当
の
形
式
を
求
め
つ
つ
行
わ
れ
る
の

で
あ
る
｡

以
上
に
於
い
て
我
々
の
見
た
意
識

一
般
の
真
理
は
判
断
の
真
理
'
認
識
の
真
理
､
悟
性
の
真
理
等
と
し
て
性
格
付
け
う
る
と
こ
ろ
の
客

観
的
真
理
の
可
能
根
拠
で
あ
る
｡
そ
し
て
客
観
的
真
理
は
人
間
が
主
観
的
相
対
的
意
識
に
於
い
て
で
な
-
､
普
遍
必
然
の
意
識
に
於
い
て

存
在
を
思
惟
す
る
時
に
'
意
識

1
椴
の
地
平
に
於
い
て
発
見
さ
れ
る
科
学
的
真
理
で
あ
る
｡
か
か
る
真
理
に
対
し
て
､
人
間
存
在
の
他
の

様
態
た
る
､
硯
存
在
､
精
砕

(G
eist)
'
実
存
の
真
理
が
他
の
も
の
と
し
て
存
す
る
｡
意
識

一
般
の
真
理
を
唯

一
絶
対
の
真
理
と
す
る
こ

と
も
､
夫
々
の
個
別
科
学
の
真
理
内
容
を
絶
対
化
し
て

一
の
世
界
観
と
す
る
こ
と
も
､
無
制
約
者
乃
至
超
越
的
存
在
そ
の
も
の
を
意
識

一

般
の
真
理
で
以
っ
て
規
定
せ
ん
と
す
る
こ
と
も
す
べ
て
越
権
で
あ
-
そ
し
て
不
可
能
で
あ
る
｡
又

｢
科
学
的
認
識
は
人
生
に
対
し
て
何
等

(註
一〇
)

･

の
目
標
も
立
て
得
な

い

｣

の
で
あ
る
｡

4
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H
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Z
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a
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a
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.S
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a
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Jas
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i
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S
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g

硯
存
在

(D
asein
)
と
こ
こ
で
言
う
も
の
は

｢
始
源
と
終
末
と
を
も
ち
､
そ
の
環
境
世
界
の
内
で
労
苦
し
闘
争
し
､
或
は
倦
怠
し
､
屈

(註
一)

服
し
享
楽
し
苦
悩
し
､
不
安
や
希
望
を
も

つ
｣
と
こ
ろ
の
も
の
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
言
う
意
味
の
私
で
あ
る
包
括
者

(das
U
m
greif
ende
)

の

一
様
態
で
あ
る
｡
硯
存
在
と
は
言
わ
ば
日
常
性
に
於
け
る
人
間
の
存
在
の
仕
方
で
あ
り
'
自
然
的
態
度
を
以
っ
て
生
き
る
も
の
で
あ
る
｡

(註
二
)

そ
れ
は
所
謂
生

(L
e
b
e
n
)
の
立
場
で
あ
り
､
デ
ィ
ル
タ
イ
が
世
界
観
の
類
型
に
於
い
て

｢
自
然
主
義
｣
と
言

っ
た
生
の
態
度
で
あ

る

｡

こ
の
生
は
実
践
的
､
実
用
的
､
経
験
的
､
相
対
的
等
の
性
格
を
も
つ
｡
か
か
る
生
の
態
度
即
ち
私
で
あ
り
又
我
々
で
あ
る
存
在
者
の
存
在

の
様
態
か
ら
世
界
が
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
｡
即
ち
か
か
る
生
の
地
平
に
於
い
て
世
界
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て

我
々
に
対
し
て
存
在
す
る
｡
硯
存
在
は
超
越
を
知
ら
な
い
｡
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
言
う
M

an
(日
常
的
自
己
)
の
立
場
で
あ
り
'
実

存
か
ら
見
れ
ば
非
真
理
で
あ
り
､
平
板
で
あ
り
､
頑
落
で
あ
る
｡
併
し
硯
存
在
は
そ
れ
と
し
て
自
ら
の
真
理
を
も
っ
て
い
る
｡

硯
存
在
に
と
つ
て
は
硯
存
在
(坐
)を
促
進
す
る
も
の
､
利
益
す
る
も
の
が
真
実
な
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
害
し
制
限
し
麻
痔
さ
せ
る
も

5



ト

の
が
非
真
理
で
あ
る
｡
硯
存
在
は
自
ら
の
幸
福
を
欲
し
'
そ
の
環
境
世
界
を
形
成
し
'
そ
こ
で
産
糾
さ
れ
る
満
足
が
真
実
で
あ
る
｡
規
存
在

は
真
理
を
自
己
の
合
目
的
態
度
と
し
て
把
捉
す
る
｡
現
有
在
は
自
己
を
保
持
し
且
つ
自
己
を
拡
張
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の

自
己
保
持
､
自
己
拡
張
の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
が
真
理
で
あ
り
､
継
続
的
な
滞
足
を
促
進
す
る
jf
の
が
真
理
で
あ
-
､
適
度
の
自
己
表

現
と
無
意
識
に
対
し
て
適
度
の
意
識
が
真
実
で
あ
る
｡

｢
規
存
在
の
知
識
並
に
意
欲
と
し
て
は
真
理
は
普
遍
妥
当
性
も
強
制
的
確
実
性
を

(註
三
)

(註
四
)

も
も
た

な
い
｣
も
の
で
あ
-
'
｢
そ
れ
は
実
用
主
義

の
真
理
概
念
で
あ

る

｡
｣

即
ち
そ
れ
は
変
化
す
る
相
対
的
真
理
で
あ
る
｡
｢
硯
存
在
の
真

へ註
.i
)

理
は
硯
存
在
保
持
並
び
に
規
存
在
拡
張
の
機
能
で
あ
る
｡
そ
れ
は
実
践
に
於
け
る
有
用
性
に
よ
っ
て
自
ら
を
確
証
す

る

｡
｣

一
人
間
は
｢
規

存
在
と
し
て
目
的
的
に
自
己
の
為
に
無
限
に
関
心
す
る
生
が
発
言
す
る
が
､
こ
の
生
は
す
べ
て
の
も
の
を
固
有
の
規
存
在
を
促
進
す
る
為

(
註
六
)

の
制
約
の
下
に
置
き
､
た
だ
こ
の
意
味
で
の
み
共
感
的
或
は
反
感
的
に
感
じ
､
こ
の
関
心
に
於
い
て
社
会
を
契
約
す
る
の
で
あ

る

｡
｣

こ

こ
で
は
伝
達
は
闘
争
と
な
る
か
或
は
同

一
関
心
の
表
現
と
な
る
｡
そ
し
て
敵
性
に
対
し
て
は
詐
術
を
使
用
す
る
し
､
重
要
な
こ
と
は
言
わ

れ
た
こ
と
の
規
存
在
的
効
果
で
あ
っ
t
t
そ
れ
は
説
得
し
暗
示
し
激
励
し
落
胆
さ
せ
よ
う
と
欲
す
る
｡
か
-
の
如
き
伝
達
'交
通
(交
際
)
､

ゲ

レ-
デ

ノ

イ
ギ-
ル

言
説
(語
る
こ
と
)
は
実
存
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
非
真
理
で
あ
-
､
超
克
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ト
の
言
う
｢

空

談

｣

､
｢
好

奇

ツグ
イド
イテ
イ
ヒカ
イ
ト

心
｣
､
｢
暖

昧

性

｣

の
支
配
す
る
現
象
で
あ
る
｡
併
し
'
日
常
的
実
践
的
主
体
と
し
て
の
硯
存
在
に
と
つ
て
は
そ
れ
は
真
理
で
あ
る
｡

I

実
用
主
義

(P

ragmatism
)
と
云
う
術
語
は
ギ
リ
シ
ァ
語
の
行
為
乃
至
行
動
を
意
味
す
る

プ
ラ
グ

マ

(7TPaT
FLX
)
か
ら
由
来
し
た

も
の
で
あ
り
}
そ
れ
か
ら
我
々
の
実
践
(実
際
)及
び
実
底
的
(実
際
的
)
と
言
う
言
葉
が
生
ず
る
の
で
あ
り
､
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
と
亨

フ

(註
七
)

術
語
は
チ
ャ
ー
レ
ス
･
ピ
ー
ア
ス
に
よ
っ
て

一
八
七
八
年
に
哲
学
に
導
入
さ
れ
た
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は

三
.In
う

｡

か
-
実
用
主
義
は
行
動
的
実

践
的
な
人
間
存
在
を
人
間
の
本
贋
と
し
て
把
握
す
る
｡
そ
し
て
又
デ

ュ
ー
イ
に
声
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
生
物
進
化
の
原
理

と
社
会
的
人
間
の
原
理
と
が
そ
の
根
本
を
な
す
こ
と
も
改
め
て
説
-
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
併
し
絵
じ
て
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
は
広
き

Tl
モ
ン
イ

ンタ
レス
ト

ノ自
由
な
交
通

(com
m
u
n
ic
a
tio
n
)
､
習
慣
の
変
化
､
旧
習
の
改
善
､
共

同

利

害

の
観
念
に
よ
る
社
会
制
御

(so
cia

t

c

o
n
t
r
ot
)

を



㍍

∵
LE･

(証
八
)

説

き

､

概
念
乃
至
原
理
の
固
定
化
を
斥
け
て
不
断
の
改
造
を
説
-
進
歩
的
長
所
を
も
つ
が
､
そ
の
立
場
は
日
常
的
生

163立
場
で
あ
る
｡
そ

し
て
そ
の
真
理
観
は
以
上
の
如
き
意
歩
で
の
行
動
的
人
間
生
活
の
道
具

(iロ
St
rum
ent)と
し
て
の
知
識
の
実
際
的
効
用
に
真
偽
決
定
の

標
準
を
置
-
見
方
で
あ
る
｡
真
理
を
社
会
的
に
実
践
的
に
進
歩
的
に
み
る
が
､
実
用
主
義
は
超
越
を
知
ら
な
い
｡

現
存
在
の
真
理
は
相
対
的
で
あ
り
､
生
の
歓
喜
と
共
に
喪
失
の
苦
痛
が
あ
る
｡
得
て
は
喜
び
失

っ
て
は
な
げ
-
､
規
存
在
の
不
満
足
､

反
復
の
退
屈
さ
､
挫
折
に
於
け
る
繁
侍
は
免
れ
得
な
い
｡
相
対
的
有
限
的
現
実
に
安
ん
じ
よ
う
と
し
て
も
､
そ
の
生
の
拠
り
所
は
究
極
に

於
い
て
無
い
の
で
あ
る
｡
生
死
あ
る
人
間
は
如
何
に
社
会
状
態
が
改
善
充
実
し
て
も
そ
れ
の
み
で
は
安
心
し
得
な
い
｡
日
常
的
生
の
立
場

で
は
主
体
性
の
確
立
即
ち
決
意
性
を
も
っ
て
の
自
己
存
在
の
確
立
､
超
越
的
な
る
も
の
に
於
い
て
の
安
心
が
獲
得
さ
れ
得
な
い
｡
そ
の
求

め
る
幸
福
の
客
観
性
も
保
証
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

註

(こ

Jaspers,
E
x
istenzphit
osoph
ie,
S.
)6.･こ
こ
で
D
asein
と
云
う
の
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
世
界
-
内

-
存
在
と
し
て
の
人
間
を

D
asein

と
云
う
の
と
は
同
義
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー

の
言
う
日
常
性
に
於
け
る

D
asein
と
み
て
よ
か
ろ
う
｡

(

二)
V

gI.
D
ilth
ey.
G
esanim
ette
sch
riften.
B
d.
vu

Ⅰ.i
;.
)00ff.
(D
ie
T
ypen
der
W
ettan
schauun
g
un
d
ih
re
A

usb
ildung

in
den
m
etaphy

s

i
s

ch
en
System
en
,I
il
D

er
N
aturatism
us
,)

(
≡

)

J

aspe
rs.
E
x
ist
e
n
z

ph
itosoph
ie.
S
1
29,

(四
)
a,
a,
0
,
S
,
30,

(五
)

a.
a.
0
.
S
.
3).

(六
)

a
.
a.
0
.S･
32
,

(七
)

W
ittiam
Jam
e
s,
P
rag
m
atism
,
p･
46
･

(
A
)

CE.John
D
h
W

e

y.D
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r
a
c
y
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E
d
u
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h
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e
r
V
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･
T

h
e
D
em
ocra
t
ic
C
o
n
c
e
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t
io
n
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E
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A

k.

J

四

精

神

の

真

理

意
識

一
般
と
経
験
的
現
存
在
と
並
ん
で
あ
-
､
又
そ
れ
ら
を
統

1
す
る
も
の
が
精
神

(G
e
ist)
で
あ
る
｡
精
神
は
意
識

一
般
と
云
う
悟

性
の
立
場
を
超
え
た
カ
ン
･,L
の
理
性
を
更
に
客
観
化
し
､
絶
対
化
し
て
見
ら
れ
得
る
よ
う
な
全
体
で
あ
る
｡
理
性
は
統

一
の
機
能
で
あ
る

(註
一)

が

｢
理
性
統

1
は
可
能
的
経
験
の
統

Li
で
は
な

い
｣

も
の
で
､
そ
れ
は
経
験
と
直
接
に
関
係
せ
ず
､

｢
純
粋
理
性
は
た
だ
悟
性
と
そ
の
判

(註
二
)

断
と
に
関
係
す
る
｣
の
み
で
あ
る
｡

そ
れ
故
カ
ン
･,L
は

｢
悟
性
碓
念
か
ら
つ
-
ら
れ
た
経
験
の
可
能
性
を
こ
え
る
と
こ
ろ
の
概
念
は
イ
デ

(註
一71)

ー
(ldee)
又
は
理
性
概
念
と

い
う

｣

の
で
あ
る
｡
精
神
の
立
場
は
デ
ィ
か
タ
イ
の
言
う

｢
客
観
的
観
念
論
｣
の
立
場
で
あ
る
｡
そ
れ
は

苗
-
は
ク
セ
ノ
フ
ァ
ー
ネ
ス
､

ヘ
ラ
ク
レ
イ
･L
ス
､
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
更
に
ス
･･L
ア
学
派
か
ら
近
世
の
ス
ピ
ノ
ー
ザ
､
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
､

へ

(註
四
)

-
ゲ
ル
に
至
る
汎
神
論
的
立
場
で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢
全
体
の
中
に
部
分
を
稔
観
す

る

｣

静
観
的
態
度
で
あ
っ
て
､

｢
万
有
が
永
遠
の
規
則

(託
.i
)

性
を
有
す
る
と
云
う
意

識

｣

に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
｡
そ
れ
は
美
的
､
調
和
的
､
決
定
論
的
､
連
続
観
的
態
度
の
生
で
あ
-
､
こ
の
生
か
ら

そ
れ
に
対
応
す
る
世
界
観
が
生
ず
る
｡

路
面
は
理
念
を
求
め
､
そ
し
て
立
て
る
｡
理
性
の
理
念
は
経
験
的
客
観
世
界
を
超
え
た
も
の
で
あ
-
'
そ
の
客
観
性
の
制
約

(可
能
な

ら
し
め
る
も
の
)
を
根
源
に
於

い
て
規
定
し
そ
れ
と
関
係
す
る
｡
理
念
は
､
経
験
的
対
象
を
認
識
す
る
よ
う
に
客
観
的
に
知
ら
れ
得
る
も

の
で
は
な
い
が
､
そ
し
て
そ
れ
は
方
法
的
体
系
性
と
し
て
そ
の
思
惟
に
関
連
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
､
や
は
-
対
象
的
な
も
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
超
越
的
全
体
者
と
し
て
対
象
的
に
必
然
的
統

一
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
カ
ン
r,l

が
次
の
如
-
考
え

を
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
カ
ン
･,L
は
経
験
哲
学

(e
m
p
iris
c
h
e
P

h

i
l
o

sop
h
ie
)

に
対
し
て
､
先
天
的
原
理
の
み
か

ら
説
明
す
る
純
粋
哲
学

(r
eine
Phi
l
osophie)を
形
式
的
な
論
現
学
と
悟
性
の
特
定
の
対
象
に
関
す
る
形
而
上
学
と
に
二
分
し
､
史
に



.■

形
而
上
学
を
自
然
の
形
而
上
学

(M
e
ta
p
h
y
s
i

kderN
atur
)
と
道
徳
の
形
而
上
学

(M
e
ta
physik
d
er
Sitten
)
と
に
分
け
て
考

(註
六
)

え
て
い

る

｡

理
念
の
学
は
形
而
上
学
で
あ
-
､
そ
れ
は
掻
験
的
認
識
の
客
観
性
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
が
､
や
は
り
対
象
的
に
思
惟
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
言
う
､

｢
精
神
は
存
在
の
理
解
に
於
い
て
諸
の
全
体
性
の
理
念
に
従
う
が
､
こ
れ
ら
の
逸
念
は
誓
喰
的
に
精
神
の
眼
前

に
立
ち
､
衝
動
と
し
て
そ
れ
を
動
か
し
､
方
法
的
体
系
性
と
し
て
そ
の
思
惟
に
関
連
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
｡
真
実
で
あ
る
の
は
全
体
性

(
註
七
)

を
惹
起
す
る
も
の
で

あ

る

｣

と
｡
史
に
彼
は
'
｢
精
神
の
真
理
は
自
己
開
明
的
な
､
叉
自
己
完
結
的
な
全
体
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

(証
人
)

存
す

る

｣

と
言
う
｡

か
-
の
如
-
完
結
せ
る
全
体
性

と
し
て
の
理
念
に
生
き
る
こ
と
が

精
神
の
実
理
で
あ
る
｡

精
神
の
真
理
は
悟
性
の

明
証
性
に
対
し
て
は
普
遍
妥
当
的
で
は
な
い
｡

そ
れ
は
悟
性
の
範
噂
を
以
っ
て
は
客
観
的
に
対
象
化

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
｡
そ
れ
は
悟
性
的
対
象
的
に
知
ら
れ
得
な
い
全
体
者
の
確
信
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
ヤ
ス
パ
ー
ス
は

｢
精
神
の
真
理
は
確
信

(註
九
)

(U
b
er
zeugun
g
)
で

あ

る

｣

と
い
う
｡
即
ち
理
念
の
全
体
性
が
規
存
在
や
､
意
識

1
殻
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
P.真
理
と

し
て
現
実
に
於
い
て
証
明
さ
れ
る
限
り
､
精
神
の
真
理
が
自
己
を
確
証
す
る
所
の
確
信
が
精
神
の
真
理
で
あ
る
｡

m

精
神
の
実
包
は
完
結
的
理
念
の
全
体
性
を
確
信
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
う
る
｡
そ
し
て
精
神
は
全
体
的
理
念
に
よ
っ
て
貫
か
れ
る
｡
即

ち
精
神
は
理
念
に
よ
っ
て
感
じ
意
志
し
行
動
し
考
え
語
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
間
の
消
息
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
う
か
が
わ

れ
う
る
で
あ
ろ
う
｡
即
ち

｢
精
神
と
し
て
､
具
体
的
な
､
自
己
完
結
的
な
全
体
存
在
の
雰
囲
気

(A
tm
o3p
h
a
re
)
が
発
言
し
､
発
言
者

も
そ
の
理
解
者
も
こ
の
全
体
存
在
に
所
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
伝
達
は
-

終
え
ず
全
体
者
の
意
味
に
束
縛
さ
れ
な
が
ら
-

理

(
註
一o
)

念
の
導
き
に
よ
っ
て
､
言
わ
れ
る
事
の
選
択
､
強
調
､
関
係
性
に
於
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ

る

｣

と
｡

包
括
者
の

1
様
態

と
し
て
の
精

神
は

｢
全
体
者
の
内
で
の
深
き
満
足
と
､
絶
え
ず
未
完
成
で
あ
る
こ
と
の
煩
悶
が
あ
る
｡
両
者
に
対
立
し
て
調
和
に
不
満
足
な
こ
と
と
､

(証
〓
)

又

一
方
諸
々
の
全
体
性
の
破
壊
に
画
し
て
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
が
生
じ
て
-
る
｣
の
で
あ
る
｡＼
精
砕
は
理
念
の
全
体
性
に
結
局
蒲
足
し
切

9



れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
調
和
的
な
世
界
の
親
方
が
不
調
和
､
矛
盾
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
安
と
当
惑
に
陥
る
の
で
あ
る
q
完
結
せ

F

る
理
念
の
下
で
は
自
由
は
窒
息
す
る
｡
精
神
は
硯
存
在
と
意
識

一
般
と
に
比
し
て

一
段
高

い
人
間
存
在
の
様
態
で
あ
り
な
が
ら
､
そ
し
て

1

0･

叉

一
方
に
は
悟
性
認
識
を
超
え
て
そ
れ
を
つ
つ
み
､
そ
れ
に
体
系
性
巷
附
与
す
る
も
の
で
あ
り
､
他
方
実
践
的
硯
存
在
の
生
活
に
規
制
原

理
を
提
供
す
る
所
の
所
謂
形
而
上
学
的
な
も
の
(超
越
的
な
も
の
)
で
あ
る
が
､
未
だ
こ
れ
も
人
間
の
内
在
の
立
場
で
あ
る
｡
そ
れ
は
真
の

超
越
を
知
ら
な
い
｡
真
の
超
越
は
実
存
の
生
起
で
あ
り
､
実
存
が
他
者
と
し
て
の
超
越
者
と
関
係
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
､
そ
れ
は

理
念

の
確
信
に
止
る
も
の
で
は
な
-
､
主
体
の
深
化
､
自
己
超
克
､
非
性
乃
至
香
定
性
に
よ
る
動
性
た
よ
-
上
述
の
規
存
在
'意
識

一
般
'

精
神
の
す
べ
て
の
立
場

の限
界
に
つ
き
当
り
､
.そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
立
場
の
突
破
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡

註

●

( ( ( ( (
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K
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.
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D
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V
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V
g
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K
a
n
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G
r
u
n
d
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g
u
n
g
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M
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d
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S
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V
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〇
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a
.
0
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一こ

a
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a
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〇
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五

実

存

の

真

理

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
於

い
て
は
規
存
在
､

意
識

l
鮫
､
精
神
は
私

で
あ
り
我
々
で
あ
る
包
括
者
の
内
在

(lm
m
anenZ)
と
し
て
の
様
態

(W
eis
e
)

で
あ
-
､

こ
れ
ら
の
内
在
た
･る
私
に
と
っ
て
対
象
と
な
る
も
の
が

世
界

(W
ett)
で
あ
る
が
､

こ
め
内
在
を
超
越
す
る



111
1-1

∴

(tran
sZ
endier.en)も
の
が
私
と
し
て
の
実
存
(E
x
i
stepz).で
あ
り
､
実
存
が
関
係
す
る
も
の
が
超
越
者
(T
r

an
szendenz)乃
至
神
性

(註
一)

(G
o
tth
e
it
)
で
あ
る
｡
そ
し
て
内
在
か
ら
超
越

へ
の
関
係
は
連
続
の
関
係
で
は
な
-
て
飛
躍

(Sprun
g
)
で

あ

る

｡

実
存
は
硯
存
在
､

意
識

1
椴
､
精
神
の
絶
対
化
の
不
可
能
を
目
覚
し
､
そ
の
限
界
に
突
当
り
､
か
か
る
世
界
硯
存
在
に
満
足
t
切
れ
ず
安
ん
じ
得
ず
､､
か
か

る
内
在
の
突
破
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡
実
存
は
か
-
の
如
-
内
在
乃
至
世
界
の
否
定
を
本
虞
と
す
る
も
の
で
あ
-
､
実
存
も
超
越
者
も
共

に
対
象
化
さ
れ
得

ぬ
も
の
で
あ
る
｡

内
在
の
立
場
に
於
け
る
人
間
は

未
だ
可
能
的
実
存
に
止
る
も
の
で
あ
り
､

そ
れ
が
超
越
の
現
実
に

於
い
て
現
実
的
実
存

と
な
る
｡

デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
に
於

け
る
三
類
型
の
夫

々
の
生
の
態
度
も
内
在
的
な
る
も
の
で
あ
り
､

存
在
論

(O
n
tO-ogie)
が
実
存
存
在
論
と
し
て
単
独
者

(E
in=
e
-n
e
)

を
取
扱
う
に
し
て
も
そ
れ
を
対
象
化
し
客
観
と
し
て
み
る
も
の
は
実
存
開

{註
二
)

明
で
は
な
い
｡

｢
実
存
開
明
は
存
在
論
で
は

な

い

｣
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡

然
ら
ば
存
在
論
を
企
て
る
ハ
イ
デ

ッ
ガ
卜
の
立
場
は
実
存
の
哲
学
と
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
O
香
､
そ
れ
も

一
種
の
実
存
開
明
で
あ

(註
三
)

る
｡

彼
は
世
界
1
内
-
存
在
と
し
て
の
人
間
た
る
硯
存
在

(D
asein
)
の
本
虞
を
実
存
と
し
て
居
り
､

｢
凡
ゆ
る
他
の
存
在
論
が
そ
こ
か

ら
は
じ
め
て
発
生
し
う
る
所
の
基
礎
的
存
在
論

(F
u
n
d

am
entaton
to
togi
e
)
は
硯
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
(
e
x
ist
enzia
te
A

na一

(許
四
)

-y
tik
)
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｣

と
し
､

｢
哲
学
の
模
本
主
題
た
る
存
在

(Se
in
)
は
存
在
者

(Sei
endes
)

の
類
で
は
決

し
て
な
い
､
-
-
存
在
と
存
在
構
造
と
は
凡
ゆ
る
存
在
者
並
び
に
存
在
者
の
凡
ゆ
る
可
能
な
存
在
す
る
限
定
を
超
え
て
い
る
｡
存
在
は
超

t
ラ
ン
r(ツ
エ
ンヂ
ンク
ー
レ

越
そ
の
も
の
で
あ
る
｡

(

S
e
in
is
t
transcendence
sch-echthin)-
-
超
越
と
し
て
の
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
開
示
は
超

越

論

的

エ

ルケン
,l
こr(

エ<シ
言

ツセ
ンハ
イ,l

(許
五
)

認

識

で

あ
る
｡
現
象
学
的
真
理

(存
在
の
開

示

性

)

は
超
越
的
実
理

(v
erita
s
tr
ancen
d

entatis)で
あ

る

｣

と

す
る
｡

か

-
の
如
-
彼
の
基
礎
的
存
在
論
も
人
間
の
理
念
を
対
象
的
に
樹
立
す
る
哲
学
的
人
間
学
で
は
な
-
､

即
ち
存
在
的
な

(O
n
tisch
)
学
的

探
究
で
は
な
-
､
超
越
的
な
可
能
性

(可
能
に
す
る
こ
と
)
を
問
う
も
の
､
即
ち
対
象
化
し
得
ぬ
も
の
の
探
究
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

｢
人

(註
六
)

間
学
､
心
理
学
及
び
生
理
学
か
ら
の
現
存
在
分
析
の
区

別

｣

に
於

い
て
､
又

マ
ッ
ク
ス
･
シ
ェ
-
ラ

ー
の
哲
学
的
人
間
学
の
試
み
を
批
評

ll



(註七)

しっつ｢哲学的人間学の理念｣に於いて､ハイデッガー自らの立場を明かにし､｢哲学的人間学の理念はただに充分

(証人)

に規定されていないのみでな-､哲学全体に於けるそれの機能は明瞭にされず又決定されていない｣として人間学の

/

形而上学的基礎付けの必要を論じている｡そT)てハイデッガーの硯存在の存在は関心(Sorge)であり'それはその存在論的意味たる時間性(Neiェichkeit)の地平に於いて可能にされる｡そして時間性は硯存在を照らす光(Licht)

(証九)

であ-'関心の実存論的根拠である｡関心も時間性も対象的なものではない｡彼の存在は先天的(apriori)なものであり､非実在的(物在性Vorhandenheitに於いてあるものでないこと)である｡それ故､ハイデッガーの基礎的存在論は対象的存在の存在論ではな-て､それは主体的実存の存在論である｡この点ヤス｡ハースと類似しているが'
ヤス｡ハースの実存は超越者に関係するものであるのに対して､ハイデッガーの実存は自己を超えた他者としての超越者に面するものではない｡それは無(Nichts)に直面すると言っても､その無は実存を超えた他者ではない｡それは時間性の性格たる非性(Nichtigkeit}に基ず-現象(物的現象の意味ではない)であって'それは対象的なものではな-､実存の動性､香定性に基ず-ものに他ならない｡これに反してヤスパースは｢実存は自己自身へと関係Ltそしてその際超越者へと関係するところの自己存在であり､それはこの超越者によって自己を贈与されたことを知り'

(註一〇)

その超越者に基礎付けられているのである｣と言う｡ヤスパースに於いては実存の根拠は超越者である｡

(証一一)
ハイデッガーに於いては｢実存の真理｣は最も根源的なそして最も本来的な開示性(Erschiossenheit)であった｡

●

開示性は根源的真理であ-'この開示性に基ずいて世界内部的存在者の発見性が可能となる｡伝統的真理概念たる

(証一二)

｢1致｣と云うことは硯存在の開示性から由来する｡そして｢現存在ilo.等根源的に真理と非真理に於いてある｣｡本来性(Eigentlichkeit)は真理であり､非本来性(Uneigentlichkeit)は非真理である｡本来的開示性は決意性(Ent･scEossenheit)であり'最も本来的な最も根源的な真理は決意性である｡これが実存の真理である｡そしてこれは本

12



乗
的
時
間
性
に
基
ず
-
｡
か
-
の
如
き

ハ
イ
デ
ッ

ガ

ー
の
真
理
観
の
説
明
は
こ
こ
で
は
紙
面
の
関
係
上
割
愛
す
る
｡
そ
し
て
以
下
に
於
い

て
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
於
け
る
実
存
の
真
理
を
簡
略
に
述
べ
る
に
止
め
る
｡

｢
実
存
は
白
身
に
対
し
て
意
識

一
般
､
現
存
在
､
精
神
と
し
て
現
存
L
t
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
諸
様
態
を
自
己
に
対
立
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
実
存
自
身
は
自
己
を
そ
れ
白
身
の
外
に
置
-
こ
と
は
で
き
な
い
し
､
自
己
を
知
っ
た
り
､
そ
し
て
同
時
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

(註
一三
)

た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ

る

｣

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
実
存
は
内
在
と
し
て
現
象
し
､
且
つ
そ
れ
を
超
え
て
自
己
に
そ
れ
を
対
立

せ
し
め
得
る
自
覚
的
存
在
で
あ
り
､
自
ら
白
身
は
対
象
化
で
き
な
い
主
体
で
あ
る
｡
実
存
の
本
虞
は
形
象
も
可
視
性
も
も
た
な
い
｡

｢
実

存
は
真
理
を
信
仰

(G
Ha亡
b
e
)

に
於
い
て
経
験
す
る
｡
実
用
的
真
理
の
如
何
な
る
確
証
的
な
規
存
在
の
効
果
も
'悟
性
意
識
の
如
何
な
る
証

明
可
能
な
確
実
性
も
､
精
神
の
如
何
な
る
包
蔵
的
絵
体
性
も
私
を
も
早
や
受
け
入
れ
な
い
時
'
そ
の
時
こ
そ
私
は
真
理
に
来
り
臨
ん
で
お

り
､
こ
の
真
理
に
於
い
て
私
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
内
在

(W
e
Hti
m
m
anenN)
を
突
破
し

(durch
b
r
echen)'
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
超

越
者
の
経
験
か
ら
世
界

へ
と
還
帰
し
､
今
や
世
界
の
内
と
外
と
同
時
に
存
し
､
今
に
し
て
初
め
て
私
自
身
で
あ
る
の
で
あ
る
｡
実
存
の
真

(
註
一四
)

理
は
､
本
来
的
現
実
意
識
と
し
て
自
己
を
確
証

す

る

｣

と
云

われ
る
｡
実
存
は
世
界
内
在
を
突
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
者
を
経
験
す

る
の
で
あ
る
が
､
か
か
る
超
越
は
例
外

(A

亡Snahヨ
e)
と
云
う
実
存
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
人
間
の
存
在
様
態
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
｡

(註
一五
)

｢
例
外
で
あ
る
こ
と
は

一
般
者
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
を
事
実
的
に
突
破
す
る
こ
と
で

あ

る

｣

の
で
あ
っ
て
､
例
外
は
誰
か
と
云
う
と
､
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
如
き
特
殊
の
人
物
に
於
け
る
そ
れ
で
あ
る
の
み
で
な
ぐ
､
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
実
存
た
る
人
間
に
遍
在
す
る
も
の
で
あ
る
｡
例
外

は
落
伍
者
､
没
落
者
､
単
な
る
変
り
も
の
の
意
味
で
は
な
い
｡
そ
れ
は

一
般
者
の
限
界
を
身
を
以
っ
て
自
覚
し
､
そ
れ
に
直
面
す
る
自
己

で
あ
る
｡
個
別
者
､
各
日
性
､
代
替
不
可
能
性
等
の
特
虞
を
も
ち
自
己
の
本
来
性
か
ら
世
界
の
根
源
に
せ
ま
ら
ん
と
す
る
も
の
は
す
べ
て

例
外
者
の
性
格
を
も
つ
｡
超
越
者
た
る

一
着

(d
a
s

E
ine)
へ
と
超
越
す
る
道
は
例
外
と
共
に
権
傾

(A
utorita
t
)
を
通
じ
て
た
ど
ら

れ
る
｡
権
威
は
包
括
者
の
様
態
を
貫
き
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
一
粒
者
且
重
体
者
と
し
て
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
真
実
な
る
も
の
の
統

一
で
あ

13
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て丁;′ k - ~~一

(註

一
六
)

る

｡

権

威
は
宗
教
的
信
仰
に
替

い
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
超
越
者

へ
の
信
仰
に
関
す
る
も
の
と
し
て
>
世
界
瑛
存
在
を
超
越
せ
る

一

も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
固
定
を
欲
す
る
故
､
非
真
理
に
陥
る
こ
と
が
虜
い
｡
併
し
､
実
存
は
例
外
と
権
威
と
を
通
じ
て
､
超
越
者
た
る

1

一
着
に
向
つ
て
､
諸
の
真
理
の
緊
張
を
通
じ
て
新
し
-
超
越
的
現
実
に
向
つ
て
世
界
硯
存
在
の
突
破
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
例

外
と
権
威
と
は
極
端
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
共
に
超
越
者
を
確
信
し
､
未
完
成
で
あ
-
､
運
動
で
あ
-
'自
己
を
止
揚
し
っ
づ
け
'

そ
の
間
そ
れ
ら
の
瞬
間
に
於

い
て
そ
の
都
度
か
の

1
な
る
真
実
と
し
て
緊
張
か
ら
生
ま
れ
て
-
る
も
の
で
あ
-
､
歴
史
的
で
あ
-
､
か
け

t

(註
一七
)

替
え
の
な
い
も
の
で
あ
-
､
模
倣
不
可
能
で
あ
-
､
又
反
復
不
可
能
な
も
の
で
あ

る

｡

併
し
世
界
内
在
を
突
破
し
超
越
の
経
験

へ
と
向
わ

し
め
る
も
の
は
例
外
と
権
威
と
に
よ
る
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
る
｡
哲
学
的
思
惟
即
ち
実
存
的
思
惟
は
理
性
を
以
っ
て
な
さ
れ
る
｡
理
性

(註
一八
)

は
哲
学
的
真
理
の
道
で
あ
る
｡

｢
理
性
の
根
本
的
特
色
は
統

1
4(

の
璽

心
で

あ

る

｡
｣

そ
の
統

一
と
は
何
か
｡
そ
れ
は

｢
理
性
は

一
考
を
求

(註
一九
)

(註
二
〇)

め

る

｣

と

云
う
こ
と
で
あ
り
｢
理
性
と
は
･･-
･包
括
者
の
あ
ら
ゆ
る
様
態
の

一
体
化
を
目
指
し
て
押
進
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る

｣
､

夏
に

(註
二
一)

｢
理
性
は
そ
れ
故
給
体
的
な
交
通
意
志

(K
o
ヨ
ヨ
uロik
a
t
ionsw
i〓

e
)

で
あ

る

｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
理
性
は
精
神

I

の
立
場
に
止
る
も
の
で
な
-
､
実
存
が
そ
れ
を
埴
う
も
の
で
あ
-
､
実
存
の
機
能
と
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
哲
学
的
信
仰
を
宗

教
的
信
仰
と
分

つ
所
以
の
も
の
も
実
存
の
理
性
性
と
で
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
｡
理
性
は
悟
性
の
固
定
化
を
突
破
す
る

(詰
二
二

)

も
の
で
あ
る
｡
理
性
は

｢
克
服
と
結
合
と
の
切
望
以
外
の
何
物
で
も
な

い
｣

と
云
わ
れ
､
又

｢
理
性
は
t

実
存
と
同
様
に
-

一
つ
の

(註
二
三

)

飛
躍
に
よ
っ
て
存
在
者
の
封
鎖
的
内
在
か
ら
外

へ
出
て
い

る

｣

と
言
わ
れ
る
｡
理
性
は
実
存
に
担
わ
れ
'結
合
と
否
定
の
作
用
を
も
つ
が
'

か
か
る
深
き

ロ
ゴ
ス
を
狙
う
実
存
の
特
贋
は

一
着
た
る
超
越
者
を
信
仰
す
る
と
こ
ろ
の
パ
ー
ス
に
あ
る
｡
実
存
の
真
理
は
結
局
哲
学
的
信

仰
で
あ
る
｡

哲
学
的
信
仰
は
如
何
な
る
制
度
に
も
信
条
に
も
固
定
化
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は

｢
個
人
的
生
活
の
実

(註

二
四

)

体

｣

で

あ
-
､

一
切
の
対
象
的
な
も
の
を
超
越
す
る
実
存
の
交
り
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
0

一



I
哲
学
的
信
仰
は
実
存
の
真
理
で
あ
る
｡
併
し
存
在

へ
の
道
た
る
こ
の
真
理
は
神
秘
的
直
覚
に
よ
っ
て
直
ち
に
超
越
者
の
経
験
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
｡
そ
れ
は
し
か
し
認
蝕

の
道
に
よ
っ
て
も
実
践
の
道
に
よ
っ
て
も
超
越
者
の
経
験
た
る
本
来
の
現
実
に
は
到
達
で
き
な
い

の
で
あ
る
｡
か
か
る
現
実

へ
の
超
越
は
思
惟
白
身
の
力
で
は
不
可
能
で
あ
る
｡

｢
現
実
的
な
る
も
の
の
重
圧
は
難
破
す
る
思
惟
に
よ
っ
て

(註
二
五

)
.

(註
二

六
)

ヒ
Kト
ーリ
ツ
シ
ユ

感
得
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る

｡
｣

｢
現
実
は
我
々
に
対
し
て
歴
史
性
と
し
て
現
象

す

る

｣

の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
歴
史
学
的
に
時
代
の
位
置
に

っ
い
て
の
知
識
か
ら
こ
の
時
代
の
課
題
及
び
そ
の
中
に
あ
つ
て
の
私
の
課
題
を
演
緯
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡

｢
永
遠
の
現
実
は
無
時

間
的
に
存
立
す
る
他
者
と
し
て
出
会
わ
れ
る
も
の
で
な
-
､
又
､
時
間
の
内
に
留
る
も
の
と
し
て
で
も
な
い
｡
む
し
ろ
現
実
は

一
の
移
行

(註

二
七
)

(tJber
gan
g
)
と
し
て
そ
こ
に
我
々
に
対
し
て
存
在
す
る
の
で

あ

る

｣
｡

そ
れ
は
恒
常
的
秩
序
形
態
も
､
規
存
在
と
し
て
の
永
続
的
形
態

も
も
た
ず
､
却

っ
て
難
破

(Sch
eiterロ
)
の
形
態
を
獲
得
す
る
｡
世
界
硯
存
在
の
現
実
の
統

一
化

･
絶
対
化
､
歴
史
的
形
態
の
絶
対
化

(
註
二
八

)

は
非
真
理
で
あ
る
｡

｢
統

一
は
あ
ら
ゆ
る
内
在
的
統

一
を
超
越
す
る
こ
と
に
於
S

て
現
実
そ
の
も
の
で
あ

る

｣

と
云
わ
れ
る
の
で
あ
り
､

(
註
二
允

)

超
越
者
は
経
験
可
能
な
世
界
存
在
で
は
な
-

｢
唯
実
存
に
と
っ
て
の
み
聴
取
れ
る
よ
う
に
話
し
か

け

る

｣

も
の
で
あ
り
､
実
存
の
深
さ
､

力
並
び
に
範
囲
に
従

っ
て
そ
れ

へ
の
近
接
と
遠
隔
の
程
度
が
生
ず
る
の
で
あ
る
｡
時
間
存
在
と
し
て
私
は
有
限
性
の
言
語
を
通
し
て
の
み

超
越
者
の
話
し
か
け
を
き
-
こ
と
が
で
き
る
｡
単
な
る
内
在
に
は

｢
忠
実
さ
の
絶
対
性
も
な
-
､
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
に
於
け
る
成
長
の

(註
三
〇
)

連
続
性
も
な
-
本
来
的
現
実
の
顕
在
も
な
い
の
で

あ

る

｣
｡

実
存
の
深
化
な
し
に
は
超
越
者
の
話
し
か
け
が
聴
き
と
ら
れ
得
な
い
｡
そ
し
て
実
存
は
相
互
に
か
け
替
え
の
な
い
も
の
と
し
て
訴
え
合

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
か
か
る
実
存
の
交
適
は
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
-

権
力
の
為
で
は
な
-
公
明
性
の
為
の
-

に
於
い
て
行
わ
れ

T

]ム
ニカ
ツイ
オ
ン

る
｡
実
存
の
交

通

は
規
存
在
の
交
通
と
は
次
元
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
､
超
越
者
を
志
向
し
て
い
る
実
存
同
志
の
交
り
で
あ
る
｡

【

現
実
の
経
験
は
あ
ら
ゆ
る
規
存
在
の
挫
折
に
際
し
て
そ
の
有
限
性
の
経
験
の
瞬
間
に
生
起
す
る
｡
か
-
し
て
内
在
乃
至
硯
存
在
は
す
べ

15

て
超
越
者
と
の
関
係
に
於
い
て
の
み
超
越
者
の
暗
号

(C
h
i苧

e)
と
し
て
存
在

へ
の
通
路
と
な
る
｡
暗
号
は
形
而
上
学
的
対
象
性
で
あ
っ

一



-

-.～J-
･r

l

(註
二二
)

J
者
が
そ
れ
を
通
し
て
の
み
我
々
に
語
り
か
け
る
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は
実
存
の
絶
対
意
識
の
対
象
性
で
あ

る

｡

か
-
の
如
-
実
存
は
世
界
内
在
の
突
破
で
あ
る
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
本
来
的
な
超
越
の
経
験
た
る
現
実
に
到
達
し
､
こ
の
超
越

者
の
経
験
か
ら
世
界

へ
再
''3
還
帰
し
､
規
存
在
､
意
識

1
椴
､
精
神
を
超
越
者
の
光
に
て
照
ら
す
本
来
的
現
実
意
識
に
於
い
て
そ
の
真
理

を
確
証
す
る
の
で
あ
る
｡
実
存
は
内
的
行
動

の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
､
世
界
内
在
の
突
破
即
ち
否
定
か
ら
､
超
越
者
の
経
験
か
ら

世
界

へ
の
還
帰
と
､
否
定
と
香
定
の
連
続
に
於
い
て
実
存
の
真
理
は
自
ら
を
確
証
す
る
｡
哲
学
的
信
仰
が
実
存
の
真
理
で
あ
-
､
絶
望
が

そ
の
非
真
理
で
あ
る
｡

註
'
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大

給

請

夫
々
の
哲
学
は
そ
の
立
場
に
従

っ
て
夫

々
の
真
理
観
を
も
つ
O
私
は
真
理
概
念
を
人
間
存
在
の
諸
様
態
か
ら
通
観
し
､
客
体
的
真
理
の

横
顔
と
し
て
の
主
体
的
真
理
を
求
め
て
論
を
進
め
て
来
た
｡
主
体
の
真
理
は
所
謂
主
観
的
真
理
で
は
な
-
､
超
越
の
真
理
で
あ
り
､
客
体

的
真
理
の
可
能
の
制
約
で
あ
る
｡

か
か
る
真
理
は
カ
ン
pL
t
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
及
び
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
｡
そ
し
て
今
や
我
々
に
と
つ
て
は
､
経
験
的
な
も

の
と
先
験
的
な
も
の
､
存
在
的
な
も
の
と
存
在
論
的
な
も
の
'
内
在
と
超
越
等
夫
々
に
於
い
て
の
対
立
の
関
係
を
如
何
に
考
う
べ
き
か
､

特
に
人
間
存
在
の
時
間
性
に
究
極
原
理
を
見
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
と
超
越
者
に
最
後
の
根
拠
を
み
る
ヤ
ス
･｡ハ
ー
ス
の
立
場
と
は
如
何

に
綜
合
せ
ら
る
べ
き
か
は
重
要
な
課
産
で
あ
る
｡
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