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哲
学
と
は
何
か
？
　
広
辞
苑
（
岩
波
書

店
）
を
引
く
と
、「
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は

学
問
一
般
を
意
味
し
、
の
ち
諸
科
学
の
分

化
・
独
立
に
よ
っ
て
哲
学
は
世
界
・
人
生

の
根
本
原
理
を
取
り
扱
う
学
問
と
な
る
が
、

単
な
る
体
験
の
表
現
や
宗
教
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
理
性
的
認
識
と
し
て
の
学
的
性

格
を
持
つ
」
と
あ
る
。

人
間
は
遥
か
昔
か
ら
、「
人
生
と
は
何

か
？
」「
人
間
と
し
て
ど
う
生
き
る
べ
き

か
？
」「
い
っ
た
い
こ
の
世
界
は
ど
の
よ

世
界
の
根
本
原
理

う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
か
？
」

と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
続
け
て
き
た
。

そ
し
て
、
現
代
に
ま
で
そ
の
思
考
は

脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
そ
の
時
代
時
代
に
、

新
し
い
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
新
し
い
思

想
が
生
ま
れ
、
新
し
い
論
理
的
思
考
が
生

ま
れ
て
い
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
人
間
は
理
性

的
な
動
物
で
あ
る
」
と
言
い
、
合
理
的
な

推
理
・
推
論
を
「
哲
学
す
る
」
時
の
主
要

な
方
法
だ
と
考
え
た
。

哲
学
的
に
物
を
考
え
る

論
理
の
方
法

こ
の
推
論
に
は
、
昔
か
ら
３
つ
の
形
式

が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
演
繹
論
理
、
帰
納

論
理
、
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
そ
れ
で
あ
る
。

演
繹
論
理
と
は
、
あ
る
前
提
か
ら
論
理

的
な
法
則
に
従
っ
て
結
論
を
導
き
出
す
も

の
、
帰
納
論
理
は
個
々
の
具
体
的
な
事
象

か
ら
一
般
的
な
法
則
を
導
き
出
す
も
の
、

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
、
与
え
ら
れ
た
結
果

を
導
く
た
め
の
仮
説
を
つ
く
る
も
の
で
、

〝
発
見
の
論
理
〞
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

こ
の
中
で
、
演
繹
論
理
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
三
段
論
法
と

し
て
長
い
間
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き

た
が
、
19
世
紀
半
ば
以
降
、
新
た
な
演
繹

こ

の

章

が

わ

か

る

ポ

イ

ン

ト

遥
か
古
代
か
ら
脈
々
と
続
く

世
界
や
人
生
を
考
え
る
学
問
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論
理
の
適
用
範
囲
が
広
が
り
、
現
在
の
論

理
学
が
成
立
し
て
い
る
。

世
の
中
に
あ
る
現
象
の
裏
側
に
あ
る
究

極
の
実
在
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
が
、
形
而
上
学
だ
。

こ
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
す
べ
て
の

も
の
に
、
始
ま
り
、
す
な
わ
ち
原
因
が
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
に
も
、
も

と
に
な
る
原
因
が
あ
る
は
ず
だ
。

論
理
学
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
然
に
関
す
る
哲
学
を

研
究
す
る
中
で
形
而
上
学
の
シ
ス
テ
ム
も

構
築
し
た
が
、
そ
れ
は
中
世
に
な
る
と
カ

ト
リ
ッ
ク
神
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
神
が

世
の
中
の
も
の
す
べ
て
の
第
一
原
因
で
あ

る
と
い
う
論
理
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
、
世
の
中
の
出
来
事
が
有
限
で

こ
の
世
は
神
が
つ
く
っ
た
の
か
？

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い

し
、
第
一
原
因
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
理
由
も
ま
た
な
い
。
こ
う
し
て
形
而

上
学
は
過
去
の
学
問
と
な
っ
て
い
っ
た
。

決
定
論
と
は
、「
世
の
中
の
す
べ
て
の

出
来
事
に
は
必
ず
原
因
が
あ
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学

の
登
場
に
よ
っ
て
、
裏
付
け
さ
れ
た
。

物
理
学
者
ラ
プ
ラ
ー
ス
は
、
コ
イ
ン
投

げ
を
例
に
と
っ
て
、
こ
の
決
定
論
を
説
明

し
て
い
る
。
私
た
ち
人
間
は
、
順
番
や
勝

ち
負
け
を
決
め
る
時
に
、
コ
イ
ン
を
投
げ

る
。
裏
が
出
る
か
、
表
が
出
る
か
は
確
率

的
に
フ
ィ
フ
テ
ィ
フ
ィ
フ
テ
ィ
だ
と
思
っ

て
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
ラ
プ
ラ
ー
ス
は
、
こ
れ
は
人
間

が
コ
イ
ン
投
げ
に
つ
い
て
正
確
な
科
学
的

す
べ
て
の
出
来
事
に
は

原
因
が
あ
る
？

知
識
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
説
明

す
る
。
コ
イ
ン
を
投
げ
る
時
に
、
表
が
出

る
力
が
か
か
っ
た
か
、
裏
が
出
る
力
が
か

か
っ
た
か
が
正
確
に
わ
か
れ
ば
、
結
果
は

予
想
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

決
定
論
に
対
立
す
る
非
決
定
論
の
代
表

的
な
も
の
は
、
量
子
力
学
で
あ
る
。

量
子
力
学
で
は
、
ト
リ
チ
ウ
ム
の
原
子

の
半
数
が
崩
壊
す
る
の
は
12
・
32
年
と
知

ら
れ
て
い
る
が
、
ど
れ
が
崩
壊
し
、
ど
れ

が
崩
壊
し
な
い
か
は
原
理
的
に
は
わ
か
ら

な
い
し
、
そ
の
法
則
を
見
つ
け
る
こ
と
も

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

過
去
の
物
理
学
の
経
験
則
か
ら
い
け
ば
、

そ
の
法
則
を
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
に
思

え
る
が
、
量
子
力
学
に
つ
い
て
は
、
そ
の

理
論
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

過
去
の
物
理
法
則
が

通
用
し
な
い
量
子
力
学



前
提
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
を
「
推
論
」
す
る
と
言
う
。

推
理
小
説
に
登
場
す
る
名
探
偵
の
頭
の
動
き
を
想
像
し
た
ら
、

ど
の
よ
う
な
も
の
か
わ
か
る
だ
ろ
う
し
、
中
学
校
で
図
形
の
証

明
を
し
た
経
験
を
思
い
出
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
人
間

が
ほ
か
の
動
物
と
異
な
る
の
は
、
頭
を
使
っ
て
こ
の
よ
う
な
推

理
・
推
論
す
る
合
理
的
な
思
考
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。

「
人
間
は
理
性
的
な
動
物
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
だ
。
彼
は
合
理
的
な
推
理
・
推
論
を
「
哲
学
」
す
る

時
の
主
要
な
方
法
だ
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
合
理
的
な
思

考
で
あ
る
推
論
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

推
論
に
は
、
昔
か
ら
３
つ
の
形
式
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。
演

繹
論
理
、
帰
納
論
理
、
そ
し
て
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

「
演
繹
論
理
」
は
、
一
定
の
前
提
か
ら
論
理
的
な
規
則
（
法

則
）
に
従
っ
て
結
論
を
導
き
出
す
も
の
で
、
こ
れ
が
合
理
的
な

思
考
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
人
間
は
い
つ
か
必

ず
死
ぬ
」「
Ａ
さ
ん
は
人
間
だ
」「
だ
か
ら
Ａ
さ
ん
は
い
つ
か
必

ず
死
ぬ
」
と
い
う
も
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
「
帰
納
論
理
」
は
、
個
々
の
具
体
的
な
事
柄

か
ら
一
般
的
な
命
題
や
法
則
を
導
き
出
す
も
の
だ
。
例
え
ば
多

く
の
カ
ラ
ス
が
黒
い
色
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
カ
ラ
ス
は

み
な
黒
い
」
と
い
う
文
が
正
し
い
こ
と
を
導
き
出
す
推
論
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
部
の
カ
ラ
ス
に
関
す
る
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
、

カ
ラ
ス
全
体
に
つ
い
て
結
論
す
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
飛
躍
が

あ
る
。
高
々
限
ら
れ
た
数
の
カ
ラ
ス
し
か
見
な
い
で
、
ど
う
し

て
カ
ラ
ス
全
体
が
黒
い
と
言
え
る
の
か
？

演
繹
論
理
で
は
、
推
論
す
る
た
め
の
規
則
が
は
っ
き
り
し
て

飛
躍
が
あ
る
帰
納
論
理

論
理
の
種
類
は
3
つ
あ
る

20

前
提
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
時
、「
演
繹
」「
帰
納
」「
ア

ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
の
３
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。

哲
学
的
に
物
事
を
考
え
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
？

◆
正
し
い
推
論
①
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帰納とは、実験結果をはじめとする多くのデータから、１つの法則を
導き出すこと。

はみだし

3つの推論�

演繹論理�

①人間はいつか必ず死ぬ�

②Ａさんは人間だ�

③だからＡさんはいつか必ず死ぬ�

前提（一般的な命題）→結論（必然的な関係）�

帰納論理�

①観察されたカラスはみな黒い�

②ゆえにカラスはみな黒い�

限られた事実→一般的な命題（蓋然的な関係）�

アブダクション�

①Ｃ（大木が倒れている）は不思議だ�

②だがもしＡ（台風が来た）ならばＣ（大木が�

　倒れている）は不思議なことではない�

③ゆえにＡ（台風が来た）であろう�

与えられた事実→それを説明する仮説（仮説発想）�

ex.

ex.

ex.



い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
飛
躍
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

規
則
を
教
え
れ
ば
、
人
間
だ
け
で
な
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
推

論
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
帰
納
論
理
で
は
、
こ
の
飛

躍
を
埋
め
る
規
則
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現

在
、
私
た
ち
は
確
率
や
統
計
の
手
法
を
使
っ
て
帰
納
的
な
推
論

を
考
え
て
い
る
。

「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
与
え
ら
れ
た
結
果
を
説
明
す
る

た
め
に
仮
説
を
つ
く
り
出
す
も
の
で
、〝
発
見
の
論
理
〞
と
も

呼
ば
れ
て
き
た
。
C
・
パ
ー
ス
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
結
果
C

を
説
明
す
る
た
め
の
仮
説
A
を
導
き
出
す
こ
と
」
が
ア
ブ
ダ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
。

驚
く
べ
き
事
実
Ｃ
（
例
／
大
木
が
倒
れ
て
い
る
）
が
観
察
さ
れ

た
。

し
か
し
、
Ａ
（
例
／
台
風
が
来
た
）
が
真
で
あ
れ
ば
、
C
は
当

然
の
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
A
を
真
で
あ
る
と
考
え
る
理
由
が
あ
る
。

あ
る
結
果
（
大
木
が
倒
れ
て
い
る
）
を
説
明
す
る
た
め
に
も

っ
と
も
ら
し
い
仮
説
（
き
っ
と
台
風
が
来
た
）
を
考
え
る
こ
と

は
、
帰
納
論
理
以
上
に
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ブ
ダ

ク
シ
ョ
ン
は
、
現
在
、
最
善
の
説
明
を
す
る
た
め
の
仮
説
設
定

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
き
な
飛
躍
を
誰
に
も
納
得

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
規
則
（
論
理
の
仕
組
み
）
は
見

つ
か
っ
て
い
な
い
。（
西
脇
与
作
）

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
は
発
見
の
論
理

22

アブダクション�

驚くべき事実C�
（例／大木が倒れている）が�

観察された�

しかし、�

A（例／台風が来た）が真であれば、�
Cは当然の事実である�

それゆえ、�

Aを真であると�
考える理由がある�



唯
一
、
論
理
の
仕
組
み
が
明
快
な
演
繹
論
理
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
ま
で
遡
る
。
彼
は
、
演
繹
論
理
を
三
段
論
法
を
中
心
に

最
初
に
組
織
化
し
た
人
だ
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
紀
元
前
に
つ
く

ら
れ
た
彼
の
シ
ス
テ
ム
は
、
19
世
紀
ま
で
多
く
の
人
に
学
問
上

の
必
須
の
科
目
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
演
繹
論
理
は
極
め
て
単
純
な
推
論
に
し
か
適
用
で

き
な
い
こ
と
か
ら
、
実
際
の
役
に
立
た
な
い
と
も
考
え
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
名
残
が
「
形
式
論
理
」
と
い
う
呼
び
名
、
つ
ま
り

〝
当
た
り
前
で
、
実
際
の
役
に
立
た
な
い
推
論
〞
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

三
段
論
法
で
は
２
つ
の
名
詞
だ
け
を
含
む
文
、
例
え
ば
、

「
す
べ
て
の
A
は
B
で
あ
る
」
と
「
あ
る
A
は
B
で
あ
る
」、
そ

し
て
そ
れ
ら
の
否
定
形
「
す
べ
て
の
A
は
B
で
は
な
い
」
と

「
あ
る
A
は
B
で
は
な
い
」
だ
け
が
前
提
と
結
論
に
許
さ
れ
る
。

例
え
ば
、「
す
べ
て
の
動
物
は
機
械
で
は
な
い
」
と
「
あ
る
動

物
は
ラ
イ
オ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
２
つ
の
前
提
か
ら
、「
あ
る

ラ
イ
オ
ン
は
機
械
で
は
な
い
」
が
正
し
い
結
論
と
し
て
導
き
出

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
三
段
論
法
に
は
動
物
、
機
械
、
ラ
イ
オ
ン

の
３
つ
の
概
念
だ
け
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
前
提
と
な
る
文
が
性
質
で
は
な
く
、
関
係
を

表
す
時
に
は
、
例
え
ば
、
２
つ
の
前
提
「
す
べ
て
の
ゾ
ウ
は
ネ

コ
よ
り
大
き
い
」、「
す
べ
て
の
ネ
コ
は
ア
リ
よ
り
大
き
い
」
か

ら
、「
す
べ
て
の
ゾ
ウ
は
ア
リ
よ
り
大
き
い
」
と
い
う
結
論
を

導
き
出
す
こ
と
は
明
ら
か
に
正
し
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

三
段
論
法
を
使
っ
て
そ
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
で
は
、

「
〜
は
…
よ
り
大
き
い
」
と
い
う
よ
う
な
文
は
、
前
提
や
結
論

に
登
場
す
る
こ
と
が
最
初
か
ら
許
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
は

役
に
立
た
な
い
？
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演繹とは、一般的な原理をもとにして、個々の事象を推論すること。はみだし

三
段
論
法
を
中
心
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
組
織
化
し
た

「
演
繹
論
理
」
は
、
19
世
紀
、
ブ
ー
ル
や
フ
レ
ー
ゲ
に
よ

っ
て
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
。

演
繹
論
理
は
正
し
す
ぎ
て

役
に
立
た
な
い
の
か
？

◆
正
し
い
推
論
②



し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
演
繹
論
理
の
限
界
は
19
世
紀
中
頃
の

Ｇ
・
ブ
ー
ル
（
数
学
者
・
論
理
学
者
）、
そ
し
て
後
半
の
Ｇ
・

フ
レ
ー
ゲ
（
数
学
者
・
哲
学
者
）
に
よ
っ
て
一
新
さ
れ
た
。
演

繹
論
理
の
正
し
さ
と
適
用
範
囲
が
広
が
り
、
現
在
の
論
理
学
が

成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
シ
ス
テ
ム
で
は

証
明
で
き
な
か
っ
た
推
論
も
、
彼
ら
に
よ
っ
て
簡
単
に
証
明
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

や
や
乱
暴
だ
が
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
人
工
的
な
記
号
を
使

う
こ
と
で
、
日
常
的
な
言
葉
を
使
っ
た
文
を
簡
略
化
し
て
表
現

す
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
日
常
使
っ
て
い
る
言
語
は
、
そ
の

豊
か
な
表
現
能
力
の
た
め
に
し
ば
し
ば
論
理
的
な
明
晰
さ
を
犠

牲
に
す
る
。
ま
た
、
文
の
表
現
は
文
法
の
規
則
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
２
つ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
日
常
の

言
語
か
ら
離
れ
、
明
晰
さ
と
論
理
的
規
則
が
反
映
さ
れ
る
人
工

的
な
記
号
を
使
っ
た
ほ
う
が
は
っ
き
り
す
る
。

こ
の
人
工
的
な
記
号
は
ま
っ
た
く
の
新
規
の
も
の
で
は
な
く
、

す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
数
学
で
の
記
述
法
を
生
か
し
、
そ
れ
を

普
遍
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ばx→

y

（
ｘ

な
ら
ば
ｙ
）
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
は
日
常
言
語
の
表
現
に
対

応
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
中
学
や
高
校
で
習
っ
た
数
学

の
定
理
は
こ
の
記
号
言
語
を
使
っ
て
表
現
す
る
と
、
よ
り
そ
の

内
容
が
明
確
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
フ
レ
ー
ゲ
ら
に
よ
っ
て
再

構
築
さ
れ
た
演
繹
論
理
の
シ
ス
テ
ム
は
、
数
学
や
哲
学
の
研
究

に
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
言
語
学
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科

学
に
も
応
用
さ
れ
、
20
世
紀
の
科
学
の
特
徴
で
あ
る
記
号
を
駆

使
し
た
対
象
の
把
握
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
。
と
く
に
現
代
の

哲
学
や
数
学
の
特
徴
は
、
こ
の
論
理
学
の
成
果
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。

記
号
言
語
を
使
う
こ
と
で
、
曖
昧
で
あ
っ
た
哲
学
や
科
学
の

問
題
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
し
い
解
答
へ
の
距

離
が
大
い
に
近
く
な
る
。
ま
た
、
問
題
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の

が
問
題
で
も
何
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
問
題
が
解
消
す
る

こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
は
積
極
的
に
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

手
段
と
し
て
使
う
こ
と
も
で
き
る
。
問
題
を
明
晰
に
す
る
と
は
、

誤
謬
に
気
を
つ
け
て
！

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
超
え
て
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言
葉
を
使
っ
て
明
晰
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

記
号
言
語
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
成
果
が
上
が
っ
て
き
た
。

記
号
言
語
が
ど
ん
な
も
の
か
、
あ
る
い
は
記
号
言
語
に
よ
る

成
果
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
根
幹
に
あ
る
正
し
い
推
論
の
重
要
性
を
認
識
し

て
ほ
し
い
。

私
た
ち
の
周
り
に
は
、
一
見
正
し
そ
う
な
推
論
や
推
理
が
あ

ふ
れ
て
い
る
。
合
理
的
な
精
神
は
、
そ
の
よ
う
な
見
か
け
の
姿

の
背
後
に
あ
る
も
の
を
鋭
く
見
極
め
る
た
め
に
あ
る
。
実
際
に

目
に
す
る
誤
謬
の
大
半
は
、
例
え
ば
、「
日
本
人
の
平
均
身
長

が
ア
メ
リ
カ
人
の
そ
れ
よ
り
低
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
太

郎
は
ア
メ
リ
カ
人
の
中
で
は
背
が
低
い
」
と
結
論
す
る
よ
う
に
、

純
粋
に
論
理
的
な
誤
謬
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
知
識
や
経
験
と

論
理
が
も
つ
れ
合
っ
た
誤
謬
で
あ
る
。
論
理
だ
け
の
誤
り
は
意

外
に
見
極
め
が
つ
く
が
、
そ
れ
が
経
験
的
な
知
識
と
結
び
つ
い

た
場
合
、
私
た
ち
の
合
理
的
な
追
求
は
内
容
に
気
を
と
ら
れ
、

誤
謬
を
見
逃
し
や
す
い
。
事
実
の
重
大
さ
に
気
を
と
ら
れ
、
そ

れ
が
推
論
の
上
で
も
重
大
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
だ
。
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
表
面
的
な
こ
と
に

流
さ
れ
ず
、
じ
っ
く
り
と
考
え
る
態
度
で
あ
る
。（
西
脇
与
作
）
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前
項
で
、
論
理
学
の
開
祖
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
い

て
触
れ
た
。
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
を
有
名
に
し
て
い
る

も
う
１
つ
の
も
の
が
形
而
上
学
で
あ
る
。

形
而
上
学
は
昔
か
ら
あ
る
哲
学
の
分
野
の
１
つ
で
、
世
の
中

に
現
れ
る
現
象
の
背
後
に
あ
る
究
極
の
「
実
在
」
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
き
た
学
問
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
研
究
対
象
は

存
在
す
る
も
の
全
体
。
い
わ
ば
世
界
を
構
成
す
る
基
本
的
な
も

の
す
べ
て
を
探
っ
て
き
た
わ
け
だ
。

こ
れ
が
形
而
上
学
の
辞
書
的
な
説
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
で

「
わ
か
っ
た
！
」
と
納
得
す
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
今
や
過

去
の
学
問
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
形
而
上
学
が
、
現
在
で
も
同
じ

研
究
対
象
や
研
究
態
度
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い

っ
た
疑
問
も
す
ぐ
に
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。

形
而
上
学
は
英
語
で
書
く
と

M
etaphysics

と
な
る
。

Physics

は
物
理
学
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
、「
メ
タ
」
と
い
う

の
は
「
〜
の
後
に
、
次
に
」
と
い
う
意
味
だ
。
つ
ま
り
、

M
eta-physics

は
「
物
理
学
の
後
で
研
究
す
る
も
の
」
と
い

う
意
味
に
な
る
。
実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
に
つ
い
て

の
個
々
の
知
識
を
習
得
し
た
後
で
、
自
然
の
基
本
的
な
本
性
に

つ
い
て
の
研
究
、
つ
ま
り
形
而
上
学
の
道
を
歩
み
出
し
た
。

形
而
上
学
の
歴
史
を
見
る
と
、
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

よ
う
に
自
然
に
関
す
る
哲
学
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
以
降
、
対
象
が
自
然
の
事
象

か
ら
、
物
理
学
の
基
礎
的
な
概
念
の
追
求
に
移
っ
て
、
現
在
に

ま
で
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
の
シ
ス
テ
ム
が
中
世

世
界
の
す
べ
て
は「
神
」が
創
造
し
た
？

究
極
の
実
在
を
探
る
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世
の
中
の
現
象
の
裏
側
に
あ
る
究
極
の
実
在
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
き
た
の
が
形
而
上
学
だ
。
無
限
の
存
在
を

考
え
る
と
、
そ
の
限
界
に
突
き
当
た
っ
た
。

哲
学
は
神
の
存
在
を

証
明
で
き
る
か
？

◆
形
而
上
学
①



カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
神
と
自
然
や
人
間
の
関

係
に
つ
い
て
の
考
察
も
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
形
而

上
学
の
研
究
の
代
表
例
が
「
神
の
存
在
証
明
」
で
あ
る
。

そ
の
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
世
界
に
始
ま
り
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
今
生
活
し
て
い
る
こ
の
世
界
の
ど
の
出
来
事
に
も
原
因

が
あ
り
、
そ
の
原
因
に
は
ま
た
別
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
具
合

に
、
ど
こ
ま
で
も
原
因
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
出
来

事
は
有
限
だ
か
ら
、
こ
の
系
列
を
た
ど
っ
て
い
く
と
〝
最
初
の

始
ま
り
〞、
つ
ま
り
「
第
一
原
因
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
だ
。

こ
の
第
一
原
因
は
〝
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
〞
で
は
な
い
。

世
界
の
中
に
あ
る
も
の
な
ら
原
因
が
あ
る
は
ず
で
、「
第
一
原

因
」
に
は
な
り
え
な
い
か
ら
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
世
界
の
中
の

出
来
事
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
、
第
一
原
因
を
性
質
と
し
て
持

つ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
抽
象
的
な
「
神
」
と

い
う
わ
け
だ
。
神
が
存
在
し
、
こ
れ
が
第
一
原
因
と
な
っ
て
世

界
が
創
ら
れ
た
と
す
る
と
う
ま
く
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
推
論
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
？

考
え
て
み
る
と
疑
問
は
多
い
。
世
界
の
出
来
事
は
無
限
に
続
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「形而上」とは、形のないものを意味する。これに対し、「形而下」は
物など時空の中に形をとって現れるものを意味する。

はみだし
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