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「知

る
」
と

い
う
人
間

の
最
も
人
間
ら
し

い
営

み
は
、
常
に
自
己

超
越

的

で
あ

る
。

つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
何
事
か
を
知

っ
て
い
る
と
き
、
常

に
同
時

に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の

「
知

っ
て
い
る
こ
と
」
を
あ
る
意
味

で
知

っ
て
い
る
。

こ
の
自
己
超
越
的
な
知

の
働
き
は
、
「汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
箴
言

や
い
わ

m

ゆ
る

「知
の
知

」
の
問
題
と
し
て
、
古
来

よ
り
す

で
に
哲
学
の
重
要
問
題

の

一
つ
と
し

て
登
場

し
て
き

て
い
る
。

し
か
し
他
方

、
わ
れ
わ
れ
の
知

の
働
き

　

　

　

は
、

「何

か
を

知

っ
て

い
る

」
と

い
う

構

造

を
と

る

。

即

ち

、
「
知

る

」
と

い
う

働

き

は

、

知

の
対
象

を

前

提

と

し

、

そ
れ

に
関
わ

り

、

そ

し

て
知

ら
れ

た
事

柄

が

知

識

と

し

て
ま

と

め
ら

れ

る
と

い
う

性

格

を

も

持

っ
て

い
る
。

こ

の
、

「知

る
こ
と
」
の
両
方
向
の
働
き
、
ー

即
ち
自
己
超
越
性
と
対
象
連
関
と

い
う
働
き
は
、
知
識
論
的

に
、
ま
た
言
語

の
側
面

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
形
を

持

っ
も

の

な

の

で

あ

ろ
う

か

。
ー

私

は

以

下

で

、

ア
リ

ス

ト

テ

レ

ス
の

「論
証
知
」
論
の
展
開

の
中
に
、
知

の
対
象
連
関
の
働
き

の
基
本
的
視
座
を

見
定

め
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完

全
性
定

理
と

そ
れ

に
関
連

す
る
問
題
の
中

に
、

知

の
自
己
超
越
性
の
契
機
を
見
出

す
こ
と

に
よ

っ
て
、
こ
の
問
題
に
接
近

し

て
み
た
い
。

ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
と

っ
て
、
知

の
対
象
は
、
論
証
さ
れ
た
知
識
と
い
う

勿

形
態
の
も
と

に
ま
と
め
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
知
識
と
は
、
何
故

そ
の
事
態
が
成
立

し
て
い
る
か
と

い
う
、
そ
の
必
然
な
事
態
成
立
の
原
因

・

個

根
拠

を
、
彼

の
論

証

の
道

具

で
あ
る
三
段
論

法

の
中
項

と
し

て
示
し
た
も

　

　

　

　

　

　

　

　

の

1

即
ち
そ
の
論
証
全
体
そ
の
も

の
で
あ

っ
た
。
彼

は
知
識
体
系
と
し

ゆ

て
、
あ

る
有
機
的
連
関
を
も

っ
た
組
織
体
を
考
え
て

い
た
。
あ
る
事
柄

の
成

立
の
保
証
は
、
そ
の
事
柄
を
表
わ
す
命
題

が
よ
り
基
本
的

な
真
な
る
命

題
か

ら
論
証
さ
れ
う
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く
そ
の
論
証
可
能
性

に
よ

っ
て
獲
得
さ

発

表

要

旨

論

証

・
証

明

と

「知

る

こ
と
」

に

つ
い
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「論
証
知
」
と
ゲ
ー
デ
ル
の
証
明
に
即
し
て

田

畑

博

敏



れ

る
も

の
と
彼
は
み
な
し

て
い
た
。
彼
は
、
原
理

(
　

を
詳
し
く
分

類
し
、
論
証
体
系
と
い
う
組
織
体
内

で
の
そ
れ
ら
原
理

紛
論
理
的
役
割

を
考

あ

察
し
、
論
証
体
系
を
あ
る
種

の
公
理
体
系
と
考
え
て
い
た
。

さ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
は
、

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
論
証
体
系

と
し
て
体
系
化
さ
れ
る
。

こ
の
と
き
、

一
つ
の
論
証
体
系

は
、

一
つ
の
学
の

領
域

くゲ
ノ
ス
　

)
を
前
提
と
し
、
そ
の
領
域
に
固
有

な
灘
語
を
絹

い
、

固
有

な
原
理

に
基
づ

い
て
、
露
有
な
問

い
が
発

せ
ら
れ
、
そ
の
答
え
と
し
て

お

の
固
有

な
命
題
が
論
読
さ
れ
叡
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
知

の
対
象
連
関
の

働
き
に
、
言
語
的
側
面
か
ら
光
を
あ

て
る
こ
と
が

で
き
る
。
知

が
あ
る

一
定

の
領
域
を
対
象

と
し
て
、

い
わ
ば

そ
こ
に
没
頭

し
、
そ

こ
で
語

り
う
る
、蚕
儲ゆ

で
も

っ
て
、
そ
こ
に
固
有

な
問
題

の
み
に
探
究

の
鋒
先
を
向
け
る
と
い
う

こ
と

は
、
換
言

す
れ
ば

、
知
識
は
あ
る

一
定

の
レ
ベ
ル
を
持

っ
た
言
語
、

つ
ま
り

知
識

の
対
象
を
叙
述

す
言
語

を
用

い
て
自
ら
を
示

せ
と
い
う
、
暗
撚
の
要

き

請

が
在

る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ
る
種
の
知
的
禁
欲

の
要
講
は
、

働

確

か
に
、
内
容
窒
疎
な
お
し

ゃ
べ
り
の
術

の
防
止
に
は
適
し

い
で
あ
ろ
う
。

ー

ー

し
か
し
、
知

の
働
き
は
、
対
象
連
関
の
働
き

に
の
み
と
ど
ま

る
訳

で
は

な
い
。

例

え
ば

、
わ
れ
わ
れ
は
知
識

の
対
象

ー

数
学

に
お
け
る
数

、
物
理
学

に
お
け
る
原

子
等

ー

に

つ
い
て
、
そ
れ
ら

の
間

に
普
遍
的

に
成
立
す
る

法
則
を
、
真
理

と
し

て
記
述

す
る
と
同
時
に
、
そ

の
記
述
そ
の
も

の
に

つ
い

て
の
考
察

を
も
行
う
。

つ
ま
り
、
知
識
体
系
内

の
個

々
の
命

題
間

の
相
互
関

係

(例
え
ば
、
あ
る
命
題
が
、
他

の
い
く

つ
か
の
命
題

に
対
し
て
そ
れ
ら
か

ら
論
理
的

に
導
か
れ
る
と

い
う
関
係

に
あ
る
こ
と
な
ど
〉
や
、
ま
た
あ
る
知

識
体
系
と
別

の
知
識
体
系
と

の
関
連

く例

え
ば

ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
幾
何
学
と
非

ユ
ー
ク
リ

ッ
ド
幾
何
学

と
の
間

の
相
互
独

立
の
関
係
な
ど
)
が
問
題

に
さ
れ

メ
ナ

る
こ
と
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
の
考
察

(超
知
識
)
を
確

か
に
持

メ

タ

っ
て

い
る
。

そ
し

て
こ
の
超
知
識

は
、
内

容
空
疎

な
お
し
ゃ
べ
り
な
ど

で
は

な

い
。
わ
れ
わ
れ

の
知
の
対
象
連
関

の
働
き
の
具
象
化
が
知
識
体
系

で
あ

る

と
す
る
と
、
知
識
体
系
そ
の
も
の
の
考
察
は
、
知

の
働
き
そ

の
も
の
の
考
察

メ
タ

だ
と
言
え
る
。
す

る
と
、
こ
の
超
知
識
が
、
知
の
自
己
超
越
的
な
働

き
の
具

象
化

で
あ
る

こ
と
に
な

ろ
う
。
ーメ

タ

と
も
か
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、
超
知
識

を
現

に
持

っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
わ

れ
わ
れ

は
日
常
の
言
語
活
動

の
中
で
、
あ
る
い
は
科
学

上
の
人
工
言
語
使
用

の
中

で
、
あ

る
種
の
推
論

や
論
理
を
用

い
る
が
、
推
論
や
論
…理
そ

の
も
の
が

考
察

さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
論
理

の
学

(
　

が
成
立
す
る
。
ま

た
、
数
の

本
盤
に

つ
い
て
や
数
学

の
基
礎

に

つ
い
て
の
考
察

が
な
さ
れ
る
と
き
、
そ

こ

メ
タ

に
数
理
哲
学

や
数
学
基
礎
論
と
い
っ
た
超
数
学
が
成
立
す
る
。
ク
ワ
イ
ン
は
、

数
学
の
基
礎

に

つ
い
て
の
論
争

を
、
伝
統
的
存
在
問
題

の
明
確
化

さ
れ
た
現

拗

代
版
と
み
な
し
て
い
る
が
、
同
時

に
ま
た
、
数
理
哲
学

は
知

の
超
越
性

の
問

題
に
も
光

を
投
げ
か
け
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
現
代

の
い
わ
ゆ
る
三
大
数
理

哲
学

ー

…

論
理
主
義
、
形
式
主
義

、
直
観
主
義

の
中

で
、
と
く
に
形
式
主

義

と

そ

の
関
連

問
題
は
、
わ
れ
わ
れ

の
問

題
意

識
と
重
な

る
部

分
を
多
く

持

っ
。

「論

理

学
は
数

学
の
青

年
時
代

で
あ
り
、
数
学

は
論
理
学

の
壮
年
時
代

で



あ
る
」
と

い
う
ラ

ッ
セ
ル
の
テ
ー
縁

に
代
表
さ
れ
る
論
理
主
義

は
、
あ

る
仕

方

で
数
学

の
プ
ラ
ト

ニ
ズ
ム
を
保
存
し
て
い
た

(
　

が
、
集
合
論

　

ぢ
じ
ヨ

ロ

の
矛
盾
の
発
見

以
来
、
数
学
者

は
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
形
式
主
義
に
よ

っ
て

「数

学

の
危
機
」
を
救

お
う
と
し
た
。

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
方
法
は
、
数
学
を
公
理
体

系
化
し

て
そ
の
体
系
か
ら

一
旦

「意
味
」
を
追
放

し
、
数
学

の
証
明
を
あ
た

か
も
無
意
味
な
図
柄
の
変
形
操
作

と
み
な
し
、
し
か
も
有
限
的
手
段
に
よ

っ

パ
ラ
ド
ノ
ク
ス

て
な
さ
れ

る
操
作
の
み
認
め
、

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
矛
盾

の
入
り

こ
む
余
地

を

な
く
そ
う
と
努
め
る
も

の
で
あ

っ
た

(証
明
論
)。
彼

の
課
題
は
、

一
口
に

言

え
ば

、
数
学

の
公
理
体
系
自
体
の
無

矛
盾
性
を
有
限
的

な
手
段

で
確
保
す

る
こ
と
で
、
全
数
学
を
救
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

と
は
い
え
、

一
旦
追
放

さ
れ

た

「意
味
」
が
、
体
系
の
解
釈

(モ
デ
ル
)

と
し
て
回
復

さ
れ
る
と
き
、
そ
の
意
味

(解
釈

)
が
豊
か
な
内
容

を
も

つ
も

の
で
な
い
限
り
、
数
学
を
危
機

か
ら
救
う

こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
こ
の
体
系

メ
タ

の
包
括

性
の
要
求
と
、
超
数
学

に
よ

る
数
学
の
チ

ェ
ッ
ク

(証
明
の
形
式
化

と
無
矛
盾
性
の
確
保
)

に
於

い
て
前
提
さ
れ
た
、
有
限
主
義

(確
実
さ
の
.要

求
ー1
方
法
的
禁
欲

の
要
求
)
と
は
、
ど
う
調
和
す
る
の
だ
ろ
う
か
?

1

こ

こ
で
ゲ
ー
デ

ル
が
登
場
す
る
。
包
括
的
体
系
の
代
表
た
る
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

と

ラ

ッ
セ
ル
の

『数
学
原
理
』
は
も

と
よ
り
、
算
術

を
展
開

し
う

る
ほ
ど
豊

か
な
無
矛
盾
な
体
系

で
さ
え
あ
れ
ば
、

い
か
な

る
体
系
に
も

、
肯
定
も
否
定

も
証
明

で
き
な

い
決
定
不
能
命
題
が
存
在

し
、
し
か
も
そ
の
体
系
内

で
そ

の

体
系
自
身

の
無
矛
盾
性
が
証
明

で
き
な

い
こ
と
を
、
ゲ
ー
デ

ル
は
示

し
た
。

ゲ
ー
デ
ル
は
、
い

っ
た
い
何
を
示
し
た
こ
と
に
な

る
の
か
?
ゲ
ー
デ
ル
の

㈹

定
理

の
哲
学
的
意
義
は
何
か
?

i

こ
れ
を
総
括
的

に
論
ず
る
こ
と
は
、

筆
者

に
は
未
だ
で
き
な

い
が
、
ひ
と
ま
ず
、
特
に
ゲ
ー
デ
ル
の
使

っ
た
方
法

を
考
察
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
い
く
分
か
で
も
考
え

て
み
た
い
。

「式
A
が
体

系

Σ
で
証
明

で
き
な
い
」
と

い
う
主
張
は
、
ど

の
よ
う
に
確

か
め
ら
れ
、
ま

た
ど
う
定
式
化
さ
れ
る
の
か
?

こ
の
主
張
は
明
ら
か

に
、
算
術
体
系
外
の
言

メ
タ

語

(超
算
術
言
語
)
に
属
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
主
張
は

「
a
は
b
で
割

り
切
れ
る
」
な
ど

の
算
術
内
駐
張
と
異
な
り
、
「あ
る
算
術
体
系
内
言
語

(
つ

ま
り
式
A
)
が
他

の
算
術
体
系
内
言
語

(式
の
列
　

)
と
あ
る

(非

算
術
的
)
関
係

に
あ
る
」
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
。

そ
し

て

こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
体
系
自
身
を
考
察

の
対
象

と
し
て
成
立
す
る
。
わ
れ

わ
れ

は
確
か

に
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
行

い
う
る

(知

の
自
己
超
越
性
)。
し

か
し
こ
の
と
き
、
こ
の
主
張
を
表
現
す
る
言
語
と
そ
の
意
味
と

の
関
わ
り
は

ど
う
あ
る
の
か
?
ゲ
ー
デ

ル
の
写
像

の
方
法
は
、
そ
の
ま
ま

で
は
未
だ
知

の

メ
タ

対
象

と
は
な
ら
な

い
体
系

の
超
考
察

そ
の
も

の
を
、
も
う

一
度
も
と

の
算
術

体
系

の
中

に
写
し
出

し
て
、
知

の
対
象
と
す
る
方
法

で
あ

っ
た
。
体
系
の
あ

ら
ゆ
る
言
語
表
現
が
自
然
数
の
中

へ
と

一
対

一
に
写
像
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

体
系
内
の
言
語
表
現
間
の
関
係

や
そ
れ

に
施

さ
れ
る
操
作

(こ
れ
ら

の
関
係

メ
タ

・
操
作
を
表

現
す

る
言
語
は
そ
の
ま
ま

で
は
超
体
系
言
語

に
属
し
た
)
が
、

自
然
数

の
間
の
関
係

や
自
然
数

に
対
す

る
関
数
と
し
て
翻
訳
さ
れ
る
。
か
く

し
て
、
「式

A
が
、
体
系

Σ
で
証
明
で
き
な
い
」
と
い
う
主
張
は

「数

[A

(式

　

　

　

　

　

A
に
付
さ
れ
た
自
然
数
)
が
、
い
か
な
る
数
と
も
あ
る
算
術
的
関
係

(「証
明

で
き
な
い
」
と

い
う
述
語

に
対
応
す
る
算
術
上

の
関
係

)
に
あ
る
」
と

い
う



主

張

に
翻

訳

さ

れ

る
。

ゲ

ー

デ

ル
は
、

こ
の

こ

と
を

利

用

し

て

「
a
は
証

明

で
き
な

い
」
と

い
う
こ
と
を
主
張
す
る
式
a

ー

即
ち
自
分
自
身
は
証
明

で
き
な

い
と

い
う
こ
と
を
主
張
す
る
式

1

を
実
際

に

つ
く
り
、

こ
の
式

が
決
定
不
能
命
題
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
決
定
不
能
命
題
が
真
な
る

こ
と
は
直
観
的

に
わ
か
る
。

(こ
の
命
題

の
主
張
通
り
、
こ
の
命
題
は
体
系
が

無

矛
盾

な
ら
ば
証
明

で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
か
ら
)。
す
る
と
、
真

で
あ

り
な
が
ら
、
体
系
内

に
定
理
と
し
て
取
り
込

め
な

い
知
識
が
存
在
す

る
こ
と

に
な
る
。
換
言

す
れ
ば
、
厳
密

な
公
理
体
系

を

つ
く

る
こ
と
に
よ
り
確
実
な

知
識
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
本
質
的

な
欠
陥
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

体
系
と
し

て
の
最
小
必
要
条
件

(体
系

の
無
矛
盾
性

)
も
、

こ
れ
が
体
系
内

で
証
明

で
き
な

い
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
確

か
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

ゲ
ー
デ
ル
の
出
し
た
こ
の
結
果
は
、

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
プ

ロ
グ

ラ
ム
の
破
綻

と

い
う
数
学
基
礎
論
上
の
事
件
以
上

の
、
知
識
論
的
意
義
を
持

つ
で
あ
ろ
う
。

ク

レ
タ
人
の
嘘

つ
き

の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
以
来

、
わ
れ
わ
れ
は
矛
盾
を
避
け

て

き
た
。

ロ
ゴ

ス
の
中

に
矛
盾

が
含
ま
れ

て
い
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は

い
か
な

る

確
実
な
知
識
も
持

つ
こ
と
は

で
き
な
い
し
、
そ
も

そ
も
有
意
味
な
こ
と
を
語

る
こ
と
さ
え

で
き
な
い
。
し
か
し
、
無
矛
盾
の
要
請

は
、
ゲ
ー
デ

ル
に
よ
れ

ば

、
そ
れ
自
身
強
力

で
は
あ
る
が
矛
盾
を
含
ま
な
い
と
は
い
え
な

い
手
段

の

援
用

に
よ

っ
て
、
実
現

さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
。

知

の
対
象
連
関
の
働

き
は
、
知
の
確
実
な

「対
象

」
を
構
成
し
よ
う
と
す

る
働

き
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
知

の
自
己
超

越

の
働

き

は
、
あ

る
形

(体
系

)
に
具
象
化

さ
れ
た
知

の
対
象
連
関

の
働
き
を
、
外

か
ら
改
め
て
眺

め
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
。
だ
が
、
体
系

の
無
矛
盾
性
が
常

に
体
系
外
の
手

段
の
援
用

に
よ

っ
て
し
か
示
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
知

の
自
己
超
越
性
は
、

「対
象
認
識
」
と

い
う
仕
方

で
は
知
り
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
だ
と
す
る
と
、
確
実

な
知
識
を
求
め
て
行
き
着

い
た
公
理
体
系

の
構
築

が
、
そ
の
支
え
を
不
確
実
な
手
段

に
負
う
と

い
う
意
味

で
、
知
の
あ
る
仕
方

で
の
対
象
化
は
常

に
、
対
象
化

で
き
な

い
知
の
働
き
に
よ

っ
て
支

え
ら
れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

1

こ

れ
は

大

い
な

る

パ
ラ
ド

ッ
ク

ス
な

の

で
あ

ろ

う

か
。

そ
れ
と
も
、
わ
れ
わ
れ

の
無
知

ゆ
え

に
の
み
奇
妙
に
見
え

る
当
た
り
前

の
事
柄

な
の
か
。
今

は
、
こ
れ
以
上
は
語

り
え
な

い
。
ー

註　

　
論

証

に

よ

ら
な

い
知

と

し

て
、
帰
納

(
　

)

に
よ
る
直
知

(
　

)
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。

〉
　

り

参
照

。

　
の
序

の
　

参
照
。

勾

「分

析

論
後

書

」
A
巻
全
体
が

、
知

識

の
体

系
化

・
組
織
化

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

で
あ
る
。
中
項

の
探
究

の
プ

ロ
セ
ス
は
B
巻

で
論
ぜ
ら
れ

る
が
、
科
学
的
発
見

の
方
法
を
与

え
て
い
る
訳

で
は
な
い
。
従

っ
て
、
伝
統
的

ア
ポ
リ
ア

ー

つ
ま

り

　
の
方
法

と
他
の
作
品

で
の
探
究

方
法

の
不

一
致

の
問
題
は
ポ

イ
ン
ト

レ
ス
だ
と

い
う
バ
ー

ン
ズ

の
論

点

は

大

筋

に

お

い

て
当

っ
て

い
る
。
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.

　、
前
掲
書

及
び
前

掲
論
文
に
お

い
て
こ
の
見
解
を

と
る
。
加

藤
信
朗
氏

は
最
近

の
論
文

"
『分
析
論
後
書
』
に
お
け

る

「普

遍
(
　

)」
の

把
握

に

つ
い

て
"

に
お

い
て
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論

証
論

は
も
と
も

と
公
理

論
的
演
繹
体

系
を
目
ざ
す
も

の
で
な
か

っ
た
」
と
さ
れ
る

(
『ギ
リ
シ
ア
哲
学

の

研
究
』
有
斐
閣
　

。
た
し
か
に
、
　

も
言

う
よ
う
に

(『ギ
リ

シ
ア
数
学

の
始
原
』
中
村

・
村

田
他
訳
、
玉
川
大
学

、
　

)
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
公
理
論

の
用
語

と
当
時
の
数
学
者

の
語

彙
に
は
ズ

レ
が
あ
る

が
、

ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
が

、
そ
の
意

図
と
し

て
は
数
学

を

モ
デ

ル
と
し
た
何
ら

か

の
公
理
体

系
と
し

て

雇

史
上

の
数
学
体
系
と
異

な
る
に
し
ろ

)
論

証
体

系

を
考
え

て
い
た

こ
と
は

、
.否
定

で
き
な

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

創

論
証

の
、..要
素
と
し

て
、

ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
は
学

の
領

域
と
、
公
理

と
、
領

域

に
固
有

な
性
質
∵

関
係
を

あ
げ
て

い
る
。

㎝

例
え
ば

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
は
、
　

12
章

な
ど

で
、
幾
何
学

者

は
幾
何
学
的

な
問

い
を

の
み
間

う

べ
し
と
語

っ
て
い
る
。

　
の
最

後

の
言

葉
、

「語

り
え

な
い
も

の
に
つ
い
て
は
沈
黙

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
が
想
起

さ
れ
る
。

　
例

え
ば
　

に
は
、
説
得
に
よ

っ
て
す

べ
て
の

こ
と
を
説

明
し

切

る
術

が
登
場
す

る
。

　..

『論
理
学
的

観
点
か
ら
』
中

山

・

持
丸

訳
、
岩
波
書

店
　

　
『

『数
理
哲
学
序

説
』
岩
波
文
庫
　

㎝

ヒ
ル
ベ
ル
ト
が
、

「数

学
と

は
、
意
味

の
な

い
記
号

の
列

で
あ

る
」
と

い
う
断

言
の
信
奉
者

と
す
る
の
は
、
行
き
過

ぎ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
た
だ

、
「数
学

は
、
あ
た

か
も
意
味

の
な
い
記
号
列

で
あ
る
か
の
如
く

み
な
し
う

る
」
と
考

え
た
だ
け

で
あ

っ
た
ろ
う
。
　
　

　
こ

の
論
文

で
は
セ

に
、
表
現

と
意

味
と

い

う
観
点

か
ら
ゲ
ー
デ

ル
の
定

理
の
哲

学
的
意
義

が
考
察

さ
れ

て
い
る
。

翰

つ
ま

り
、

「
　

か

つ
、
　

は
公
理
ま

た
は
先

行
す
る

ん

・:

　
か
ら
推
論

規
則
　

に
よ

っ
て
導

出
さ

れ
た
も

の
」
と

い
う
関
係
。

〈追

記

〉

こ

の
小

論

は

、
発

表

原

稿

を

も

と

に

、

十
分
言
い

尽

く

せ

な
か

っ

た

こ

と
を

補

う

な

ど

し

て
新

た

に
書

き
改

め

た
も

の

で
あ

る
。

(本

学

文

学

部

助
手

・
哲

学

)
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