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１
．
哲
学
へ
の
激
励
？

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
と
し
て
知
ら
れ
る
名
言
は
数
多
く
あ
る
が
、
日
本
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
は
、『
形
而

上
学
』
冒
頭
の
次
の
文
で
あ
る
。

す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
き
、
知
る
こ
と
を
欲
す
る
。

こ
の
文
はπάντες ἄνθρω

ποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει

（980a21
）
に
出
隆
が
与
え
た
訳
で
あ
る
が
、
多
様
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

立
場
を
包
含
す
る
洗
練
さ
れ
た
訳
で
は
あ
る
。
哲
学
と
は
「
知
を
愛
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
人
間
す
べ
て
が
「
知
る
」
こ
と
へ
と
向
か
う

欲
求
を
有
す
る
こ
と
を
こ
の
『
形
而
上
学
』
の
ギ
リ
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
は
意
味
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
あ
る
い
は
哲
学
す
る
こ
と
は
人
間
の

本
性
に
根
差
し
た
特
性
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
す
ら
含
み
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
ギ
リ
シ
ア
古
典
期
か
ら
し
ば

「
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
」
の
か

―
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
に
つ
い
て
―

松
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し
ば
表
明
さ
れ
て
い
る
哲
学
無
用
論
に
対
し
て
も
、異
論
と
し
て
機
能
す
る
。
人
間
が
生
物
と
し
て
持
つ
よ
う
な
食
欲
や
睡
眠
欲
と
同
様
、

「
知
る
」
こ
と
も
ま
た
人
間
の
本
性
あ
る
い
は
ピ
ュ
シ
ス
（φύσις

）
に
根
差
し
た
欲
求
だ
と
す
る
こ
と
は
、
言
わ
ば
自
然
主
義
的
立
場
か

ら
の
哲
学
擁
護
に
も
な
り
う
る
。

　

難
解
さ
で
知
ら
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
が
、
こ
の
よ
う
に
哲
学
探
究
の
精
神
を
鼓
舞
す
る
文
で
始
ま
る
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
を
勇
気
づ
け
る
。
事
実
、
こ
の
最
初
の
文
を
こ
の
よ
う
に
哲
学
へ
の
激
励
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
も
長
い
伝
統
が
あ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
書
い
た
が
、
今
は
断
片
の
形
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
『
哲
学
の
す
す
め
』
あ
る
い
は
『
プ
ロ
ト
レ
プ
テ
ィ
コ
ス
』

（Π
ροτρεπτικός

）
の
一
部
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
を
通
じ
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
が
『
形
而
上
学
』
冒

頭
部
と
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る（

１
）。
そ
し
て
、
イ
ア
ン
ブ
リ
コ
ス
が
『
哲
学
の
す
す
め
』
を
再
構
成
す
る
と
き
、『
形

而
上
学
』
の
最
初
の
文
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
文
は
ま
さ
に
哲
学
探
究
を
目
指
す
者
に
向
け
た
激
励
だ
と
伝
統
的
に
解
さ

れ
て
き
た
証
左
と
な
ろ
う（

２
）。

　

し
か
し
、
概
し
て
古
代
哲
学
者
の
名
言
や
立
場
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
実
際
に
確
か
め
て
み
る
と
、
出
典
が
存
在
し
な
か
っ

た
り
、
後
世
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
明
ら
か
な
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
最
初
の

文
は
『
形
而
上
学
』
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
現
在
流
通
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
確
認
し
た
限
り
、
写
本
間
の
異
読
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
よ
う
に
訳
し
う
る

4

4

4

4

と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
訳
や
理
解
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
な
い
。

　

訳
や
解
釈
の
妥
当
性
は
、
古
代
の
テ
キ
ス
ト
に
現
れ
る
あ
ら
ゆ
る
文
が
そ
う
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
他
の
発
言
と
の
整
合
性
や
、

置
か
れ
た
文
脈
か
ら
診
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
検
証
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
出
に

よ
る
名
訳
が
与
え
る
印
象
は
異
な
る
理
解
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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２
．
哲
学
の
強
要
？ 

　

出
訳
に
即
し
た
場
合
の
、『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
の
論
理
的
含
意
を
展
開
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
の
文
が
も
し
「
あ
ら
ゆ

る
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
」
と
訳
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
一
に
次
の
こ
と
を
主
張
し
う
る
。

生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
さ
な
い
者
は
人
間
で
は
な
い

ま
た
、「
生
ま
れ
つ
き
」
と
訳
さ
れ
たφύσει

を
よ
り
広
い
意
味
で
取
り
、「
自
然
に
お
い
て
」
あ
る
い
は
「
自
然
的
」
と
理
解
し
た
場
合
は
、

次
の
こ
と
も
主
張
し
う
る
。

知
る
こ
と
を
欲
さ
な
い
人
間
は
、
自
然
的
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
理
解
の
可
能
性
を
追
っ
て
み
る
と
、
一
見
無
害
で
、
哲
学
す
る
こ
と
へ
の
誘
い
を
主
張
す
る
だ
け
だ
っ
た
『
形
而
上
学
』
の

最
初
の
文
は
、
い
さ
さ
か
独
断
的
で
暴
力
的
な
装
い
を
見
せ
る
。
知
る
こ
と
を
欲
さ
な
い
人
間
は
不
自
然
で
あ
る
。
知
る
こ
と
を
欲
さ
な

い
人
間
は
人
間
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
、
も
し
「
知
る
」τοῦ εἰδέναι
を
意
訳
し
て
、Loeb

版
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
の
よ

う
に
「
あ
ら
ゆ
る
人
は
自
然
的
に
知
識

4

4

を
求
め
る
」
と
理
解
し
た
場
合
は（
３
）、

知
識
を
欲
さ
な
い
人
間
は
、
自
然
的
で
は
な
い
。
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と
い
う
さ
ら
に
強
烈
な
主
張
へ
と
変
貌
す
る
。
知
識
欲
を
持
た
な
い
人
間
は
人
間
と
は
言
え
な
い
。
ア
ポ
ス
ト
ル
は
こ
の
主
張
の
よ
う
な

理
解
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
自
然
的
」φύσει

は
知
識
を
欲
さ
な
い
人
間
た
ち
、
す
な
わ
ち
生
ま
れ
つ
き
や
そ

の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
障
害
を
持
っ
た
人
々
を
排
除
す
る
た
め
の
語
で
あ
る（

４
）。

だ
が
、
実
際
に
は
知
識
を
欲
さ
な
い
人
間
も
沢
山
い
る
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
少
な
く
な
い
人
間
は
「
不
自
然
な
」
人
間
か
、
そ
も
そ
も
人
間
で
す
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。

　

さ
ら
に
厄
介
な
こ
と
に
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
自
然
」
概
念
は
規
範
性
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
動
物
の
部
分
に
つ
い
て
』

第
４
巻
第
10
章687a16-17
の
「
自
然
は
可
能
な
事
柄
か
ら
最
善
を
成
す
」
と
い
う
文
言
は
自
然
の
規
範
性
を
示
唆
す
る
一
例
で
あ
る）

（
（

。

こ
の
自
然
の
規
範
性
を
読
み
込
む
と
、『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
は
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
知
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
は
善
い
こ
と
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ
て
知
識
を
欲
す
る
こ
と
は
善
い
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
含
意
が
あ
る
と
も
解
し
う
る
。
無
論
、
こ
の
主
張
自
体
は
哲
学
者
へ
の
激
励
に
他
な
ら
ず
、
無
害
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

自
然
の
規
範
性
に
即
し
、
自
然
や
自
然
に
即
し
た
も
の
が
善
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
然
に
反
す
る
も
の
は
（
た
と
え
悪
く
は
な
く

と
も
）
善
く
は
な
い
と
捉
え
た
場
合
、
こ
の
含
意
は
再
度
攻
撃
的
な
も
の
に
変
容
す
る
。

知
る
こ
と
を
欲
さ
な
い
人
間
は
善
く
な
い
。

知
識
を
欲
さ
な
い
人
間
は
善
く
な
い
。
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知
る
こ
と
を
欲
さ
な
い
人
間
は
劣
っ
た
人
間
で
あ
り
、
知
る
こ
と
を
求
め
な
い
人
間
は
、
も
し
自
身
が
善
く
な
る
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
、

知
る
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
人
間
で
あ
る
限
り
、
哲
学
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

解
す
る
と
、
最
初
の
文
は
「
哲
学
の
す
す
め
」
ど
こ
ろ
か
、「
哲
学
の
強
要
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

出
が
『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
に
お
け
るφύσει

を
「
自
然
」
で
は
な
く
、「
生
ま
れ
つ
き
」
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
規

範
性
に
よ
る
攻
撃
性
を
和
ら
げ
る
目
的
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
検
証
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
人
間
は

知
る
こ
と
を
欲
す
る
」
や
、「
知
識
を
欲
さ
な
い
人
間
は
善
く
な
い
」
と
い
う
見
解
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
賛
同
す
る
か
否
か
、
あ
る
い

は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
賛
同
す
る
か
、
で
あ
る
。

３
．
誰
も
が
知
識
を
欲
す
る
べ
き
か
？

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
人
間
の
善
さ
を
、
知
る
こ
と
や
知
識
、
あ
る
い
は
哲
学
に
定
位
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』
第
１
巻
第
７
章
以
下
で
表
明
さ
れ
る
幸
福
の
一
般
的
理
解
を
思
い
起
こ
そ
う
。
彼
は
幸
福
概
念
の
探
求
の
過
程
で
人
間
の
固
有

の
働
き
（ἔργον

）
に
着
目
す
る
。
そ
の
固
有
の
働
き
は
ロ
ゴ
ス
を
持
っ
た
魂
の
部
分
の
活
動
で
あ
り
（E

N
. I 7, 1097b22-25, 1098a7-

8

）、
人
間
と
し
て
の
善
さ
は
「
徳
（
卓
越
性
）
に
基
づ
く
魂
の
活
動
」（1098a16-17

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
述
か
ら
は
、「
知
る
こ

と
を
欲
す
る
」
こ
と
は
人
間
固
有
の
善
さ
で
あ
る
知
性
的
能
力
の
発
現
で
あ
り
、
そ
れ
が
発
現
し
て
い
る
限
り
で
そ
の
人
間
は
幸
福
で
あ

る
、
と
い
う
主
張
を
導
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
有
名
な
見
解
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
１
巻
第
５
章
で
人
間
の
生
活
を
「
享
楽
の
生
活
」、

「
政
治
の
生
活
」、「
観
想
の
生
活
」
に
分
類
し
（1095b17-19

）、
同
書
第
10
巻
第
８
章
で
思
考
の
幸
福
を
あ
る
種
の
観
想
活
動
と
す
る

（1178b7-8

）。
こ
の
見
解
か
ら
も
規
範
的
主
張
を
導
出
で
き
そ
う
で
あ
る
。
知
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
は
、
人
間
が
幸
福
に
な
る
た
め
の
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必
要
条
件
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
知
る
こ
と
を
欲
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

　

し
か
し
、
こ
の
規
範
的
主
張
は
『
政
治
学
』
で
表
明
さ
れ
る
人
間
観
と
整
合
し
な
い
。

保
全
の
た
め
に
、
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
が
自
然
に
一
対
と
な
る
。
つ
ま
り
、
思
考
（διάνοια

）
の
働
き
に
よ
っ
て
将
来
を

見
据
え
う
る
者
が
自
然
に
よ
っ
て
支
配
す
る
者
で
あ
り
、
主
人
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
身
体
の
働
き
で
事
柄
を
な
し
う
る
者

が
支
配
さ
れ
る
者
で
あ
り
、
自
然
に
よ
る
奴
隷
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
人
に
と
っ
て
も
奴
隷
に
と
っ
て
も
同
じ
も
の
が
有
益
で
あ

る
。（Pol. I 2, 1252a30-34
）

支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
が
一
対
に
な
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
は
、人
為
に
よ
っ

て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
自
然
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
前
者
は
思
考
能
力
に
よ
っ
て
判
断
の
結
果
を
予
見
で
き
る
者
で
あ
り
、
後
者
は
前
者

に
従
い
、
前
者
が
判
断
し
た
こ
と
を
自
身
の
身
体
を
通
じ
て
実
行
す
る
者
で
あ
る（

６
）。

　

そ
の
現
代
的
妥
当
性
は
さ
て
お
き
、『
政
治
学
』
で
表
明
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
自
然
に
よ
る
主
人
」
と
「
自
然
に
よ
る
奴
隷
」
の
区
別

は
目
下
の
検
討
に
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
に
よ
る
奴
隷
の
特
性
は
、
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
わ
け
で
は
な
い
人

間
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
自
然
に
よ
る
奴
隷
の
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。
以
下
の
引
用
は
、
自
然

に
よ
る
奴
隷
が
生
得
的
能
力
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

支
配
す
る
こ
と
と
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
必
然
的
な
こ
と
に
属
す
る
の
み
な
ら
ず
、
益
を
も
た
ら
す
も
の
に
も
属
す
る
。
ま
た
、
あ

る
も
の
の
一
方
は
支
配
さ
れ
る
た
め
に
、他
方
は
支
配
す
る
た
め
に
、生
ま
れ
た
と
き
か
ら（ἐκ γενετῆς

）即
座
に
区
別
さ
れ
る
。（Pol. 
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I 5, 1254a21-24

）

あ
る
人
間
が
支
配
被
支
配
関
係
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
決
定
要
因
は
も
の

の
原
理
を
理
解
し
、
未
来
を
予
見
す
る
能
力
を
持
つ
魂
の
知
性
的
部
分
を
十
分
に
持
つ
か
否
か
に
あ
り
、
そ
の
知
性
的
部
分
を
特
定
の
人

間
が
成
人
し
た
後
に
発
揮
で
き
る
か
ど
う
か
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
決
ま
っ
て
お
り
、
後
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う（

７
）。

　

そ
し
て
、
魂
の
知
性
的
部
分
を
十
分
に
持
た
な
い
自
然
に
よ
る
奴
隷
が
支
配
す
る
側
に
立
つ
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
勧
め
て
い
な

い
。

魂
が
身
体
か
ら
、
そ
し
て
人
間
が
野
獣
か
ら
区
別
さ
れ
る
分
だ
け
区
別
さ
れ
る
者
た
ち
が
い
る
が
、（
こ
の
あ
り
方
が
、
そ
の
身
体

の
使
用
が
そ
の
働
き
で
あ
る
者
の
状
態
で
あ
り
、
こ
の
働
き
が
彼
ら
に
よ
る
最
良
の
こ
と
で
あ
る
）、
こ
う
し
た
者
た
ち
が
自
然
に

よ
る
奴
隷
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、先
の
支
配
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
良
い
。
こ
れ
は
先
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
他
の
者
に
属
す
る
こ
と
が
可
能
な
者
が
、
自
然
に
よ
る
奴
隷
で
あ
り
、（
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
他
の
者
に
属
し
て
い
る
）、

ロ
ゴ
ス
に
与
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
感
覚
す
る
分
で
あ
り
、
所
持
は
で
き
な
い
。（Pol. I 5, 1254b16-23

）

自
然
に
よ
る
奴
隷
は
、支
配
さ
れ
る
こ
と
が
彼
ら
に
と
っ
て
も
善
い
。
こ
の
主
張
と
魂
の
知
性
的
部
分
の
生
得
性
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

成
人
し
た
後
に
開
花
す
る
か
否
か
が
生
ま
れ
つ
き
決
ま
っ
て
い
る
知
性
的
部
分
を
誰
も
が
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
仮
に
知

性
的
部
分
を
持
つ
人
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
で
支
配
す
る
側
に
属
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
悪
い
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
引
用
中
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、自
然
に
よ
る
奴
隷
は
、ロ
ゴ
ス
に
与
る
こ
と
は
で
き
て
も
、感
覚
す
る
こ
と
程
度
ま
で
で
あ
っ

て
、
ロ
ゴ
ス
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
性
的
部
分
を
所
持
し
、
そ
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
自
然
に

よ
る
主
人
が
発
言
し
た
こ
と
は
表
面
的
に
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
発
言
し
た
こ
と
の
背
景
に
あ
る
理
論
や
真
意
を
自
然
に
よ
る
奴
隷
は
把

握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
論
に
よ
る
正
当
化
を
含
ん
だ
知
識
を
自
然
に
よ
る
奴
隷
は
そ
も
そ
も
獲
得
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
然
に
よ
る
奴
隷
が
生
ま
れ
つ
き
知
識
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考

え
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
政
治
学
』第
１
巻
第
７
章
で
分
析
さ
れ
る
奴
隷
の
知
識
と
主
人
の
知
識
の
分
析
も
、同
じ
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

主
人
的
な
「
知
識
」
と
奴
隷
的
な
「
知
識
」
が
あ
り
う
る
な
ら
ば（

８
）、
奴
隷
が
持
つ
べ
き
知
識
は
日
常
の
務
め
や
料
理
術
と
い
っ
た
も
の
で

あ
り
（Pol. I 7, 1255b24-27

）、
主
人
が
持
つ
べ
き
知
識
は
、
奴
隷
を
使
用
す
る
知
識
で
あ
る
（b31

）。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
知
識
は

価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
（b33-34

）。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
活
用
す
る
こ
と
を
主
人
は
拒
み
、
む
し
ろ
別
の
道
を
歩
む
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
身
を
惑
わ
せ
な
い
だ
け
の
も
の
を
持
つ
人
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
そ
の
勤
め
を
委
託
人
に
任
せ
、
自
身
は
国
政
に
励
む

か
、
あ
る
い
は
哲
学
す
る
。（Pol. I 7, 1255b35-37
）

つ
ま
り
、
自
然
に
よ
る
主
人
は
、
奴
隷
を
支
配
す
る
術
を
行
使
す
る
よ
り
も
、
国
政
に
励
む
か
、
哲
学
に
励
む
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
語

は
、「
哲
学
す
る
」（φιλοσοφοῦσιν

）
で
あ
る
。
こ
の
語
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
用
い
た
背
景
の
ひ
と
つ
は
、
哲
学
に
励
む
こ
と
が
可
能

な
の
は
、
知
性
的
能
力
を
有
す
る
自
然
に
よ
る
主
人
で
あ
り
、
そ
の
能
力
を
欠
い
た
自
然
に
よ
る
奴
隷
は
哲
学
に
励
む
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
見
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、『
政
治
学
』
か
ら
垣
間
見
え
る
人
間
観
に
よ
れ
ば
、
知
性
的
能
力
を
生
ま
れ
つ
き
欠
い
た
、
自
然
に
よ
る
奴
隷
に
分

類
さ
れ
る
人
間
が
社
会
の
中
に
存
在
す
る（

９
）。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
は
知
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
間
が
知
識

を
欲
し
、
哲
学
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
難
し
い
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
知
識
を
欲
す
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、
悪
い
わ
け
で

は
な
い
。
少
な
く
と
も
社
会
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
知
性
的
能
力
を
持
っ
た
自
然
に
よ
る
主
人
の
下
で
身
体
的
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
主

人
に
と
っ
て
も
奴
隷
に
と
っ
て
も
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
自
然
に
よ
る
奴
隷
の
説
は
『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
と
齟
齬
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
人
間
の

中
に
は
生
ま
れ
つ
き
知
識
を
獲
得
で
き
な
い
者
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
自
然
に
よ
る
奴
隷
に
も
知
識

を
欲
す
る
こ
と
を
強
い
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
自
然
に
反
し
て
い
る
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
善
く
な
い
こ
と
だ
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
判

断
す
る
で
あ
ろ
う
。

４
．「
知
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
？

　
『
政
治
学
』
が
窺
わ
せ
る
人
間
観
と
『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
の
間
の
齟
齬
を
回
避
す
る
手
段
を
検
討
し
よ
う
。
第
一
の
道
は
、「
す

べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
き
、
知
る
こ
と
を
欲
す
る
」
の
「
す
べ
て
の
人
間
」
を
、
十
分
な
知
性
的
能
力
を
持
っ
た
人
間
に
制
限
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
制
限
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
の
人
間
は
専
ら
生
物
学

的
人
間
を
指
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。動
物
が
感
覚
を
持
つ
者
と
し
て
自
然
に
生
じ
て
く
る
と
主
張
す
る
と
き（M

et. 

A
 1, 980a27-28

）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
特
定
の
動
物
を
想
定
し
て
い
る
と
は
考
え
難
い
し
、「
人
間
と
い
う
種4

（γένος

）
は
技
術
や
推

論
に
よ
っ
て
も
生
き
て
い
る
」（980b27-28

）
と
発
言
す
る
と
き
も
、
あ
る
限
ら
れ
た
人
間
の
集
団
を
想
定
し
て
い
る
と
も
考
え
難
い
。

　

第
二
の
可
能
性
は
、『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
独
自
の
主
張
で
は
な
く
、
一
種
の
通
念
、
す
な
わ
ち
エ
ン
ド
ク
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サ
（ἔνδοξα

）
と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
も
し
最
初
の
文
が
通
念
で
あ
れ
ば
、
他
の
著
作
に
現
れ
る
人
間
観
と
の
整
合
性
に
悩
む
必
要
は

な
い
。『
ト
ポ
ス
論
』
第
１
巻
第
１
章
の
一
般
的
説
明
に
よ
れ
ば
、
通
念
と
は
、
一
種
の
思
い
な
し
（δόξα

）
で
あ
り
、
そ
の
所
有
者
は

す
べ
て
あ
る
い
は
大
多
数
の
人
間
か
、
す
べ
て
あ
る
い
は
大
多
数
の
知
者
た
ち
か
、
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
著
名
な
知
者
で
あ
る
（100b21-

23

）。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
通
念
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
可
能
な
限
り
正
当
化
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
正
当
化

す
る
こ
と
を
義
務
と
は
考
え
て
は
い
な
い）

（1
（

。

　

し
か
し
、『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
は
通
念
で
は
な
い
だ
ろ
う）

（（
（

。
第
一
に
、
大
多
数
の
人
間
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
保
持
し
て
い
る

と
は
考
え
難
い
し
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
残
し
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
最
初
の
文
は
正
当
化
が

必
要
な
主
張
だ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
見
な
し
て
い
る
。

感
覚
へ
の
愛
好
（ἡ τῶ

ν αἰσθήσεω
ν ἀγάπησις

）
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。（M

et. A
 1, 980a26

）

彼
は
、
最
初
の
文
の
主
張
を
支
持
す
る
証
拠
を
以
降
の
考
察
を
通
じ
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
最
初
の
文
が
彼
自
身
に
よ
っ
て
そ
の

根
拠
を
説
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
、
最
初
の
文
の
内
実
は
彼
が
真
と
認
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
言
え
、以
降
の
考
察
が
ど
の
よ
う
に
最
初
の
文
を
正
当
化
す
る
の
か
は
明
確
と
は
言
い
難
い
。
人
間
が
感
覚
を
愛
好
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
で
人
間
が
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
の
証
拠
に
は
な
り
そ
う
に
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
の
文
の
根
拠
は
、『
形

而
上
学
』
を
も
う
少
し
読
み
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
こ
ま
で
が
最
初
の
文
の
証
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
た
議
論
な
の
か
。
こ
の

問
い
に
対
す
る
応
答
は
、
最
初
の
文
の
「
知
る
」τοῦ εἰδέναι

を
ど
の
よ
う
に
翻
訳
す
る
か
と
い
う
問
題
と
絡
み
合
う
。

　

先
に
、Loeb

版
の
『
形
而
上
学
』
がτοῦ εἰδέναι

をknow
ledge

と
訳
し
た
こ
と
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
訳
は
頻
繁
に
提
示
さ
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れ
る）
（1
（

。
ま
た
、
ポ
リ
テ
ィ
ス
は
、τὸ εἰδέναι

をγνῶ
σις

と
同
種
の
も
の
と
し）
（1
（

、
ト
リ
コ
は
「
知
っ
て
い
る
」ἐπίστασθαι

と
同
義
で
あ
る

と
注
釈
を
付
け
て
い
る）

（1
（

。
こ
のἐπίστασθαι

（ἐπίσταμαι

）
か
ら
派
生
す
る
言
葉
が
、「
知
識
」ἐπιστήμη

で
あ
る
。

　

こ
の
翻
訳
と
『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
の
議
論
構
造
の
理
解
は
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
章
の
課
題
は
、
続
く
第
２
章
と
合
わ
せ
、

知
恵
（σοφία
）
に
関
す
る
分
析
で
あ
る）
（1
（

。
ま
た
、
こ
の
分
析
か
ら
、
こ
の
章
で
は
知
恵
と
原
因
の
理
解
に
は
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
「
知
恵
は
あ
る
種
の
始
原
（ἀρχή

）
や
原
因
（αἰτία

）
に
関
す
る
知
識
（ἐπιστήμη

）」（M
et. A

 1, 982a2

）
で
あ
る
こ
と
が

導
出
さ
れ
る
。
そ
の
導
出
の
た
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
ト
ピ
ッ
ク
の
順
で
考
察
を
進
め
る
。

最
初
の
文

980a21

感
覚
と
視
覚

980a21-27

記
憶

980a27-b25

経
験

980b25-981a2

技
術

981a2-b17

知
識

981b17-25

知
恵
と
原
因

981b25-982a3

『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
知
る
」
仕
方
を
そ
の
階
層
の
下
か
ら
叙
述
し
、
発
生
論
的
に
展
開
す
る
こ
と
で
、
知

恵
概
念
の
妥
当
な
理
解
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
議
論
進
行
を
整
理
す
る
と
、
最
初
の
文
のτοῦ εἰδέναι
を
「
知
識
」
と
訳
し
た
り
、ἐπίστασθαι

と
の
同
義
性
を
指

摘
し
た
り
す
る
解
釈
は
、
知
識
を
扱
う981b17-25

と
の
関
連
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
解
に
即
せ
ば
、
最
初
の
文
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の
根
拠
は
『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
の
全
体
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
感
覚
か
ら
知
識

4

4

へ
と
至
る
道
は
発
生
論

的
に
説
明
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
、『
形
而
上
学
』
第
１

巻
第
１
章
を
と
ら
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
の
文
の
主
題
も
知
識
で
あ
り
、
文
中
のτοῦ εἰδέναι

も
「
知
識
」
と
翻
訳
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ロ
ス
が
『
分
析
論
後
書
』
第
２
巻
第
19
章
を
挙
げ
て
、
感
覚
か
ら
知
識
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
参
照
す
る
よ
う
に
註
を
残
し
て
い

る
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
読
み
筋
を
期
待
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（1
（

　

し
か
し
、
こ
の
読
み
筋
に
は
疑
念
が
残
る
。
再
度
、
最
初
の
文
の
「
人
間
」
に
「
す
べ
て
」πάντες

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
読
み
筋
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
、
知
識
に
到
達
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
期
待
を

『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
の
論
点
は
示
し
て
い
な
い
。

行
為
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
経
験
は
技
術
と
異
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
経
験
を
持
つ
者
（ἔμπεροι

）
は
、
経

験
を
欠
く
が
ロ
ゴ
ス
を
持
つ
者
の
よ
り
も
よ
り
適
切
で
あ
る
。（M

et. A
 1, 981a12-15

）

実
際
の
行
為
に
お
い
て
は
、
経
験
に
よ
る
行
為
と
技
術
に
よ
る
行
為
に
は
差
異
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
経
験
を
持
つ
者
は
、
理
論
だ
け
の
者

よ
り
も
適
切
に
行
為
す
る
。
こ
の
引
用
に
お
い
て
着
目
す
べ
き
は
、
経
験
を
持
つ
者
と
、
理
論
（
ロ
ゴ
ス
）
を
持
つ
が
経
験
を
欠
い
た
者

が
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
経
験
を
持
つ
者
」
と
は
理
論
を
持
た
な
い
者
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
経
験
を
持

つ
者
と
技
術
者
を
対
比
し
、
経
験
を
持
つ
者
は
事
実
（τὸ ὅτι

）
を
知
っ
て
は
い
る
が
、
原
因
（διότι

）
を
知
ら
ず
、
他
方
、
技
術
者
は

原
因
を
知
っ
て
い
る
と
彼
は
分
析
す
る
が
（M

et. A
 1, 981a28-29

）、経
験
を
持
つ
者
も
い
つ
か
は
原
因
を
知
り
、技
術
者
と
な
る
、と
い
っ

た
主
張
を
残
し
て
は
い
な
い
。
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し
た
が
っ
て
、『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
知
識
に
到
達
す
る
、
あ
る
い
は
到
達
し
う
る
こ
と
を
証
明
す
る

議
論
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
章
最
初
の
文
を
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
知
識
を
欲
す
る
、
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
最
初
の
文
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。「
知
る
」
に
該
当
す
る
動
詞
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
がἐπίστασθαι

で
は
な

く
、εἰδέναι
を
選
ん
で
い
る
こ
と
に
改
め
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
語
のεἰδέναι

は
、οἶδα

の
完
了
不
定
形
で
あ
る
が
、

LSJ

に
よ
れ
ば
こ
の
語
の
中
心
的
意
味
は
「
心
の
目
に
よ
っ
て
見
る
」
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
最
初
の
文
に
続
く
議
論
を
確
認

し
て
み
よ
う
。

感
覚
へ
の
愛
好
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
実
際
、
感
覚
は
、
そ
の
有
用
性
か
ら
離
れ
て
も
、
感
覚
自
体
の
ゆ
え
に
好
ま
れ
る
。
そ
し
て
、

何
よ
り
も
目
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
感
覚
が
好
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
か
を
成
す
た
め
に
見
る
こ
と
を
好
む
だ
け
で
は
な
く
、

何
も
行
な
お
う
と
し
て
い
な
い
場
合
も
、い
わ
ば
他
の
こ
と
に
勝
っ
て
好
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、感
覚
の
う
ち
で
最
も
勝
っ

て
視
覚
が
我
々
に
も
の
を
知
ら
し
め
（γνω

ρίζειν
）、
多
く
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。（M

et. A
 1, 980a26

）

こ
の
短
い
一
節
に
は
、
感
覚
の
愛
好
の
説
明
や
視
覚
の
優
位
性
な
ど
、
複
数
の
論
点
が
組
み
込
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
知
る
」
に

関
わ
る
論
点
は
末
尾
に
見
ら
れ
る
一
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
は
わ
れ
わ
れ
に
も
の
を
知
ら
し
め
、
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
のεἰδέναι

の
射
程
の
う
ち
に
入
る
。
つ
ま
り
、
最
初
の
文
の
「
知
る
」
が
意
味
し

て
い
る
こ
と
は
、
人
間
が
知
識
を
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
感
覚
を
通
じ
て
個
々
の
感
覚
的
対
象
の
違
い
を
人
間
が
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
安
全
な
読
み
筋
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
動
物
の
一
種
で
あ
る
限
り
、
感
覚
能
力
を
必
然
的
に
持
つ
。
そ
れ

ゆ
え
、
感
覚
対
象
の
違
い
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
成
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
限
り
、『
政
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治
学
』
が
匂
わ
す
人
間
観
と
も
対
立
す
る
こ
と
も
な
い
。
自
然
に
よ
る
主
人
も
自
然
に
よ
る
奴
隷
も
、
感
覚
能
力
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ

を
通
じ
て
感
覚
的
対
象
の
違
い
を
把
握
す
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
な
ら
ば
、『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
の
構
造
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、

感
覚
能
力
を
通
じ
て
感
覚
的
対
象
を
区
別
す
る
こ
と
で
物
事
を
知
る
。
そ
し
て
、
そ
の
区
別
か
ら
人
間
（
お
よ
び
一
部
の
動
物
）
に
は
記

憶
や
経
験
が
発
生
し
、
さ
ら
に
一
部
の
人
間
に
は
さ
ら
に
技
術
や
知
識
が
発
生
す
る
。
つ
ま
り
、
知
恵
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

動
物
も
共
有
す
る
よ
う
な
知
り
方
か
ら
、
次
第
に
学
的
な
知
り
方
へ
と
「
知
る
」
が
発
展
す
る
様
を
『
形
而
上
学
』
第
１
巻
第
１
章
は
描

写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
．
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
の
か

　

人
間
は
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
で
は
な
い
、

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
答
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
感
覚
を
通
じ
て
事
物
を
区
別
す
る
こ
と
が
一
種
の
「
知

る
」
で
あ
る
限
り
、
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
知
る
こ
と
を
欲
す
る
。
し
か
し
、
よ
り
高
度
な
、
物
事
の
原
因
を
理
解
し
、
物
事
に
説
明
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
高
度
に
「
知
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
技
術
を
得
る
こ
と
や
、
知
識
を
得
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
欲
す

る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
実
際
に
誰
も
が
達
成
で
き
る
こ
と
で
も
な
い
。
お
よ
そ
人
間
が
物
事
を
「
知
る
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
個
々
の
人
間
の
持
つ
能
力
が
生
ま
れ
つ
き
異
な
る
こ
と
を
認
め
る
現
実
主
義
者
で
あ
っ
て
、
理
想
主
義
者
で
も
な
け

れ
ば
、
楽
観
主
義
者
で
も
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
形
而
上
学
』
の
最
初
の
文
で
あ
る
「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
ま
れ
つ
き
、
知
る
こ
と
を
欲
す
る
」
は
、
単
独
で
読
め
ば
、

「
哲
学
の
勧
め
」、
あ
る
い
は
理
念
の
記
述
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
し
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
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の
文
は
人
間
が
感
覚
を
通
じ
て
物
事
を
知
る
と
い
う
、
人
間
が
動
物
と
し
て
生
ま
れ
つ
き
持
つ
特
性
を
淡
々
と
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
最
初
の
文
は
哲
学
の
勧
め
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
哲
学
へ
向
か
う
こ
と
を
強
要
す
る
勧
告
で
も
な

い
。

　

こ
の
よ
う
に
最
初
の
文
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
既
存
の
解
釈
の
雄
大
さ
に
比
す
る
と
、
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
矮
小
化
さ
せ
て
し

ま
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
理
解
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
多
分
野
に
渡
る
彼
の
知
的
成
果
が
色
褪
せ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
独
断
主
義
か
ら
彼
を
救
い
、「
知
識
を
欲
す
る
」
哲
学
者
と
し
て
の
彼
の
像
が
よ
り
輝
く
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
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