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真
理
と
は
何
か

イ
デ
ア
と
い
う
本
質
が
、
事
物
の
存
在
や
人
間
の
自
由

と
思
索
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
二
つ
の
解
釈
を
展
開
す
る
。

　
一
つ
は
、
囚
人
で
あ
る
哲
学
者
が
、
生
成
消
滅
す
る

現
実
の
世
界
で
あ
る
洞
窟
の
中
か
ら
、
永
遠
の
イ
デ
ア

の
世
界
で
あ
る
洞
窟
の
外
の
世
界
へ
と
引
き
ず
り
出
さ

れ
る
行
程
と
、
永
遠
の
イ
デ
ア
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を

告
げ
に
洞
窟
の
中
に
帰
り
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
行
程
が
、

真
理
と
自
由
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

イ
デ
ア
（
真
理
）
の
世
界
へ
と
引
き
ず
り
出
さ
れ
る
の

は
、「
～
か
ら
の
自
由
」
で
あ
り
、
消
極
的
自
由
で
あ

る
が
、
真
理
で
あ
る
イ
デ
ア
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と

は
、「
～
へ
の
自
由
」
で
あ
り
、
積
極
的
自
由
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
理
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
自
由

と
思
索
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
第
二
に
、
こ
の
洞
窟
の
中
と
、
外
の
イ
デ
ア
の
世
界

と
を
行
き
来
す
る
こ
と
が
、
存
在
の
真
理
の
隠
れ
と
現

れ
の
運
動
と
な
っ
て
い
る
。
洞
窟
の
中
に
い
る
、
隠
れ

て
い
る
段
階
か
ら
、
外
の
イ
デ
ア
（
真
理
）
の
世
界
に

移
る
段
階
、
す
な
わ
ち
現
れ
（
隠
れ
な
さ
）
の
段
階
へ

と
至
り
、
ま
た
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
真
理
の

隠
れ
と
現
れ
の
運
動
が
、
事
物
の
現
れ
と
人
間
の
自
由

と
思
索
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
存
在
の
隠
れ
と
現

れ
の
運
動
の
背
後
に
、
深
淵
・
脱
根
底
（A

bgrund

）

が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
。
こ
の
深
淵
か
ら
存
在
の
隠
れ

と
現
れ
と
の
運
動
が
出
現
し
て
く
る
と
述
べ
る
。
こ
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
理
概
念

　
真
理
概
念
は
、
聖
書
に
も
で
て
く
る
、
キ
リ
ス
ト
教

に
刻
印
さ
れ
た
概
念
で
も
あ
る
。
実
は
、『
ギ
リ
シ
ア

語
　
新
約
聖
書
釈
義
事
典
Ⅰ
』（
教
文
館
）
に
よ
る
と
、

真
理
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
レ
テ
イ
ア
と
い
う
概
念

は
、
二
十
世
紀
の
哲
学
者
で
あ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
神
学

者
で
あ
る
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
証
が
、
今
な
お
論
駁
さ
れ

ず
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
論
証
に
よ
る
と
、
ア

レ
テ
イ
ア
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
の
元
々
の
意
味
は
、「
隠

れ
な
さ
」つ
ま
り「
現
れ
」を
意
味
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
実
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
、
そ
の
思
索
を
「
存
在
の
真
理
（
隠
れ
な
さ
）」
と

し
て
展
開
し
た
。
つ
ま
り
、
存
在
の
隠
れ
か
ら
現
れ
の

運
動
が
、
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
現
れ
て
く
る
根
拠

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
存
在
の
真
理
（
現
れ
）
か
ら
、

人
間
の
自
由
と
思
索
が
生
起
し
て
く
る
と
述
べ
る
よ
う

よ
う
な
省
察
は
、
実
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
の
中
に
無
底

を
み
て
、
そ
こ
か
ら
根
底
と
実
存
の
運
動
が
で
て
く
る

こ
と
で
、人
間
の
自
由
、人
間
の
善
と
悪
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
思
索
か
ら
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
ド
イ
ツ
の
神
秘
思
想
の
深
い
思
索
が

流
れ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

存
在
忘
却
に
陥
っ
た
形
而
上
学
の
克
服

　
実
は
、
こ
の
よ
う
な
深
淵
・
脱
根
底
か
ら
存
在
の
隠

れ
と
現
れ
の
運
動
が
生
じ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
実
存

や
自
由
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
存
在
を

深
淵
・
脱
根
底
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
歴
史
が
、
存
在
を
忘
却
し
て
、

存
在
を
真
理
の
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
形
而
上
学
の
歴
史
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
真
理
を
「
も
の
と
知
性
と
の
一

致
」と
し
て
み
て
き
た
真
理
概
念
が
、存
在
忘
却
に
陥
っ

た
真
理
観
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
、
今
後

は
、
存
在
を
隠
れ
と
現
れ
の
運
動
・
出
来
事
と
し
て
、

存
在
者
の
現
れ
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、〈
形
而
上
学
の
克
服
〉
と
い
っ
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
真
理
概
念
が
、
人
間

の
自
由
と
関
わ
る
と
き
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
関
わ
っ
て

く
る
と
思
っ
て
い
る
。
人
間
の
自
由
に
は
、
必
ず
真
理

を
拒
絶
す
る
悪
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
は
、
悪
を
行
っ
て
し
ま
う
自
己
自
身
を
放
棄
す
る

　
二
〇
一
九
年
九
月
九
日
十
日
に
青
山
学
院
大
学
に
お

い
て
、「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
真
理
論
」
と
い
う
主

題
で
、
日
本
基
督
教
学
会
第
六
七
回
学
術
大
会
が
開
催

さ
れ
た
。
そ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
筆
者
が
、

専
務
理
事
と
し
て
提
題
を
行
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
基
に

「
真
理
と
は
何
か
」
と
題
し
て
お
話
し
し
た
い
。

　
本
学
の
教
育
方
針
の
中
に
、「
真
理
を
謙
虚
に
追
求

し
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
ま
さ
に
大
学
の
営
み
と
い

う
の
は
、
真
理
探
究
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
現
代
の
大

学
で
の
営
み
す
べ
て
を
一
つ
の
真
理
概
念
で
統
合
す
る

こ
と
は
難
し
い
が
、
真
理
に
関
わ
ら
な
い
学
問
は
な
い

の
で
、
そ
の
真
理
と
い
う
こ
と
で
、
多
様
化
し
た
諸
学

問
を
ゆ
る
や
か
に
一
つ
に
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

に
な
る
。
こ
の
場
合
の
、存
在
と
は
、事
物
存
在
者
（
例

え
ば
水
筒
と
い
う
事
物
）
の
よ
う
に
ず
っ
と
そ
こ
に
あ

る
と
い
う
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
、
人
間
の
実
存
し
て

い
る
生
と
で
も
言
い
換
え
ら
れ
る
活
き
た
存
在
で
あ
る
。

そ
の
存
在
の
隠
れ
と
現
れ
の
運
動
に
よ
っ
て
、
存
在
者

で
あ
る
人
間
の
自
由
や
思
索
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ

る
福
音
書
八
章
三
二
節
の
「
真
理
が
あ
な
た
た
ち
を
自

由
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
も
と
に
、
真
理
が
、
人
間

の
思
索
や
自
由
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
彼
は
、
た
び
た
び
プ
ラ
ト
ン
の
「
洞
窟

の
比
喩
」
を
用
い
て
、
解
釈
す
る
。

　「
洞
窟
の
比
喩
」
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ア
論
を

分
か
り
や
す
く
述
べ
た
る
た
め
に
用
い
た
比
喩
で
あ
る

が
、
洞
窟
の
中
が
現
実
の
世
界
で
あ
り
、
洞
窟
の
外
の

太
陽
に
照
ら
さ
れ
た
世
界
が
イ
デ
ア
の
世
界
で
あ
る
。

と
き
に
、
真
理
か
ら
導
か
れ
、
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

真
理
概
念
の
特
徴
と
問
題
点

　
最
後
に
こ
の
よ
う
な
真
理
の
省
察
に
は
、
ど
の
よ
う

な
特
徴
と
問
題
点
が
あ
る
か
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

　
一
つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
例
え
ば
も
の
を
質
料
・

形
相
論
か
ら
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
中

の
創
造
論
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
創
造
が
神
の
制
作

と
な
っ
て
し
ま
い
、
も
の
を
も
の
と
し
て
、
芸
術
作
品

を
芸
術
作
品
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
批
判
し
た
。
そ
の
質
料
・
形
相
論
で
は
、
も

の
が
有
用
性
の
観
点
で
し
か
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
理
の
省
察
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
を

役
に
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
有
用
性
の
視
点
で
み
る
こ

と
へ
の
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
第
二
に
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
、
シ
ェ
リ
ン

グ
の
思
索
は
、
一
つ
の
深
淵
・
脱
根
底
と
し
て
存
在
を

捉
え
、
あ
る
い
は
、
一
つ
の
無
底
と
し
て
神
を
捉
え
る

た
め
に
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
全
体
化
が
起
こ
る
危
険
性

も
含
ま
れ
て
い
る
。
現
代
の
世
界
の
中
で
大
事
な
こ
と

は
、
多
様
性
や
複
数
性
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
以
上
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
刻
印
さ
れ
た
哲
学

的
な
省
察
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
多
様
性
や
複
数
性
と

矛
盾
し
な
い
よ
う
な
、
一
つ
の
真
理
を
追
求
し
て
い
く

こ
と
が
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
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