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へ
i
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
講
義
の
中
に
、
周
知
の
つ
世
界
史
と
は
自
由
の
意
識
に
お
け
る
進
歩
で
あ
る
」
と
い
う
公
式
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
八
三

O
年
の
「
世
界
史
の

哲
学
」
の
最
後
の
講
義
に
つ
い
て
の
へ

i
ゲ
ル
自
身
の
草
稿
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
公
式
に
つ
い
て
、
最
近
へ

l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
展
開
に
関
す
る
論
文
を
書

い
た

F

ヘ
ス
ベ
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
通
常
こ
の
公
式
は
単
に
、
自
由
の
実
現
に
お
け
る
進
歩
の
意
味
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
へ

i
ゲ
ル
は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
が
こ
の
一
文
を
、
彼

の
最
後
の
講
義
の
序
文
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

お
そ
ら
く
計
画
さ
れ
た
出
版
の
た
め
も
あ
っ
て
こ
の
テ
!
マ
を
書
き
記
し
た
と
き
、
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た
。
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

い
う
の
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
自
由
の
進
歩
ば
か
り
で
な
く
、
「
世
界
の
究
極
目
的
」
と
し
て
の
「
自
由
の
意
識
」
で
あ
っ
て
、
寸
そ
の
自
由
の
実
現
」
と

へ
l
ゲ
ル
の
歴
史
把
握
の
発
展
は
、
こ
れ
ま
で
に
印
制
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
確
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

へ
!
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
根
本
理
念
は
「
理
性
が
世
界
を
支
配
す
る
、

し
た
が
っ
て
、
世
界
の
歴
史
も
理
性
的
に
進
行
す
る
と
い
う
思
想
」
(
司
・

H
N
W
 
N
O
)

で
あ
る

が
こ
の
理
念
の
内
容
を
な
す
も
の
が
「
自
由
」
で
あ
る
。

へ
1

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
世
界
史
の
目
指
す
も
の
は
自
由
と
い
う
究
極
自
的
で
あ
り
、
こ
の
究
極
自
的
の
た
め

に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
恐
る
べ
き
犠
牲
が
、
地
上
の
広
大
な
祭
壇
の
上
に
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
捧
げ
ら
れ
た
。
こ
の
究
極
罰
的
へ
の
進
展
の
過
程
を
、

い
ま
我
々
は
理
性

の
必
然
性
に
お
い
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
自
由
が
歴
史
哲
学
の
本
質
を
な
す
と
し
つ
つ
、

へ
i
ゲ
ル
は
一
方
で
ま
た
こ
の
理
性
の
世
界
支
配
の
こ
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へ
ー
ゲ
ル
と
近
代
的
自
由

と
を
、
「
世
界
は
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
」
(
者

ト4

I:'V 

∞
印
)
と
表
現
し
、

そ
れ
ゆ
え
「
我
々
の
歴
史
研
究
は
神
の
存
在
を
正
当
化
す
る
弁
神
論
(
同
d
g
s

門出
N
O
m
w
)

で
あ
る
し
(
巧
・
尽
u

N
∞u
〈
住

-EC)
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、

へ
i
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
目
的
論
的
前
提
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
上
の
ヘ
ス
ベ
の
一
文
は
こ
れ
に
疑
義
を
唱
え
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
は
、

へ
l
ゲ
ル
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
自
自
の
究
極
目
的
に
む
か
う
進
展
・
進
歩
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
自
由
の
意
識
で
あ
り
白
由
の
実
現
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
自
由
の
実
現
と
い
う
歴
史
的
現
実
が
へ
!
ゲ
ル
の
視
点
の
本
質
を
な
す
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
へ
ス
ベ
は
、
こ
れ
ま
で
に
公
開
さ
れ
た
資
料
以
外
の
新
し
い
麗
史
哲
学
資
料
を
検
討
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
諮
る
の
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
の
歴

史
哲
学
講
義
は
一
八
二
二
/
二
三
年
か
ら
最
晩
年
の
一
八
三

O
/三
一
年
ま
で
全
部
で
五
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
上
の
ヘ
ス
ベ
の
言
葉
は
、
こ
の
各
講
義
に
つ
い

て
未
公
刊
の
筆
記
録
を
検
討
し
て
年
度
ご
と
の
思
想
発
展
を
考
察
し
た
上
で
の
発
一
一
一
日
で
あ
る
。

目
的
論
的
前
提
と
現
実
的
把
揮
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

リ
ッ
タ
ー
が
つ
へ

i
ゲ
ル
の
哲
学
は
厳
密
な
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
哲
学
で
あ
る
L

と
語
っ
て
以
来
、
決
着
済
み
の
こ
と
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
同
時
に
、

へ
i
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
、

一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は

へ
l
ゲ

ル
自
身
、
が
世
界
の
理
性
支
配
を
「
摂
理
L

「
弁
神
論
」
の
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
以
上
、
例
え
ば
、

へ
l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
性
格
が
本
質
的
に
、
精
神
の
世
界

支
配
と
い
う
前
提
さ
れ
た
信
仰
を
歴
史
哲
学
に
お
い
て
検
証
し
た
も
の
だ
と
み
な
す

K

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
見
解
も
、
成
立
し
う
る
。
問
題
は
、

へ
i
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学

の
な
か
で
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
っ
て
扱
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
問
時
に
、

へ
i
ゲ
ル
の
時
代
(
近
代
)
解
釈
に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ

る
が
、
歴
史
哲
学
に
関
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ど
う
し
て
も
講
義
内
容
の
年
度
別
展
開
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
現
行
の
つ
監

史
哲
学
講
義
」
は
各
年
度
の
筆
記
録
を
融
合
さ
せ
て
一
冊
の
本
に
し
た
も
の
な
の
で
、
年
度
を
追
っ
て
の
へ
!
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
的
発
想
の
発
展
や
変
容
は
こ
こ
か
ら
は

十
分
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
小
論
で
は
、

ま
ず
、

レ
!
ヴ
ィ
ッ
ト
の

J
間
…
挺
さ
れ
た
信
仰
し
の
歴
史
哲
学
へ
の
適
用
だ
と
す
る
所
論
を
検
討
し
た
う
え
で
、

ヘ
ス
ベ
の
新
資
料
に
基
づ
く
論
述
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
全
体
と
し
て
、
っ
自
由
の
意
識
の
進
歩
」
の
公
式
の
根
底
に
あ
る
へ
!
ゲ
ル
の
発
想
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
は
そ
の
最
晩
年
の
論
文
「
へ

i
ゲ
ル
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
!
と
非
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

i
L
の
な
か
で
、

へ
I
ゲ
ル
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー

の
一
つ
は
、
壁
史
的
思
惟
を
は
じ
め
て
哲
学
そ
の
も
の
の
な
か
に
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
と
語
り
、
そ
し
て
、
へ

l
ゲ
ル
の
摩
史
哲
学
に
は
一
つ
の
「
前
提
さ
れ
た
信
仰
」

が
あ
る
と
い
う
考
え
を
提
出
し
て
い
る
。

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

へ
l
ゲ
ル
は
哲
学
と
歴
史
の
一
致
と
い
う
国
難
な
問
題
に
直
面
し
て
、
非
理
性
的
な
歴
史
が
問
符

に
理
性
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
う
る
よ
う
な
観
点
は
あ
り
う
る
か
と
問
う
て
、
こ
の
観
点
を
獲
得
す
る
た
め
に
一
つ
の
前
提
を
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
精
神
の
世
界
で
は

事
態
は
理
性
的
に
進
行
す
る
と
い
う
、
前
提
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
、

へ
i
ゲ
ル
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

た
と
え
直
接
的
に
宗
教
的
で
は
な
い
別
の
形
態
を
と
る
に
せ
よ
、
摂
理
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
で
あ
る
。

歴
史
を
支
配
し
て
い
る
の
は
最
高
原
理
と
し
て
の
理
性
す
な
わ
ち
、
人
間
の
本
質
で
も
あ
る
世
界
の
普
遍
的
な
精
神
で
あ
る
。

に
対
す
る
信
仰
と
い
う
、
こ
の
前
提
を

い
っ
さ
い
を
支
配
す
る
世
界
精
神

へ
i
ゲ
ル
は
詳
細
に
、
と
く
に
歴
史
哲
学
と
哲
学
史
に
お
い
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
の
麗
史
哲
学
は
、
世
界
を
普
遍
的
な
精
神
が
支
配
す
る
と
い
う
前
提
さ
れ
た
信
仰
を
“
証
明
す
る
場
所
で
あ
っ
た
、
と
レ

i
ヴ
ィ
ッ
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

理
念
の
方
か
ら
み
て
い
く
。
あ
る
目
的
に
向
か
っ
て
働
く
歴
史
の
主
体
と
い
っ
た
も
の
を

み
て
い
る
。
摩
史
を
、
自
己
実
現
を
通
じ
て
の
精
神
の
自
己
認
識
の
過
程
と
み
な
す
見
解
は
、
既
に
イ
エ
ナ
初
期
の
司
自
然
法
の
学
的
取
り
扱
い
に
つ
い
て
b

論
文
に
お

も
ち
ろ
ん
へ

i
ゲ
ル
は
、
歴
史
を
単
な
る
事
実
の
積
み
重
ね
と
は
考
え
ず
、

い
て
も
、
「
世
界
精
神
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
i
i
l
こ
の
言
葉
は
自
然
法
論
文
に
初
出
i
i
i語
ら
れ
て
い
る
(
巧
・

N
U

印

N
N
)
。
ま
た
精
神
の
自
己
実
現
は
、

ま
だ
現
実

的
で
な
い
も
の
が
現
実
的
と
な
る
こ
と
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、

可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
、
郎
自
か
ら
対
自
へ
、
デ
ュ
ナ
ミ
ス
か
ら
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
へ
の
運
動
と
し
て
、
事

柄
の
概
念
そ
の
も
の
の
う
ち
に
既
に
目
的
が
含
ま
れ
て
い
る
目
的
論
的
過
程
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
『
法
哲
学
』
で
は
次
の
よ
う
な
弁
証
法
的
運
動
と
し
て
描

か
れ
る
。
「
郎
自
的
に
だ
け
あ
る
も
の
は
、
現
実
性
に
お
い
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
却
自
的
に
理
性
的
で
あ
る
人
間
は
、
対
自
的
に
も
ま
た
そ
う
な
る
た
め
に
、
郎
自
の

外
へ
出
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
ち
、
だ
が
同
様
に
ま
た
自
分
の
な
か
へ
入
っ
て
自
分
を
形
成
陶
冶
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
苦
労
し
て
自
分
自
身
を
生
産
す
る
こ
と
を
や
り
ぬ

か
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
巧
・

、
円
。
N
)
。
歴
史
哲
学
を
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
運
動
が
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
精
神
の
自
己
実
現
の
過
程
と
し
て
原
型
的
に
適
用
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
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へ
!
ゲ
ル
と
近
代
的
自
由

四

し
か
し
、
歴
史
に
お
け
る
精
神
の
支
配
と
い
う
命
題
は
、

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
つ
だ
か
ら
こ
そ
、

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
の
い
う
よ
う
に
、
歴
史
哲
学
に
お
い
て
-
証
明
さ
れ
る
べ
き
信
仰
的
前
提
と
し
て
立
て
ら
れ
た

へ
l
ゲ
ル
は
そ
の
歴
史
哲
学
を
弁
神
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
」
と
語
る
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ー

一
九
七
一
年
七
月
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
へ

i
ゲ
ル
生
誕
二

O
O年
記
念
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
会
議
で
報
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

所
論
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
と
く
に
寸
前
提
さ
れ
た
信
仰
」
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
反
論
が
注
目
さ
れ
る
。

ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
論
文
を

)
 

tezι (
 
へ
l
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
関
す
る
言
表
は
、
本
質
的
に
絶
対
者
に
つ
い
て
の
思
惟
に
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

へ
i
ゲ
ル
は
歴
史
的
所
与
に
つ
い
て
全

く
解
釈
学
的
に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(2) 

へ
i
ゲ
ル
は
、
革
命
的
破
壊
と
い
う
政
治
的
問
題
と
啓
蒙
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
的
問
題
の
二
つ
の
制
約
の
も
と
に
哲
学
し
て
い
る
。
靖
況
こ
そ
が
彼
の
テ
!

マ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
近
代
の
哲
学
者
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

へ
i
ゲ
ル
の
方
法
は
「
思
弁
的
L

で
あ
る
ば
か
り
か
、
近
代
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
記

述
で
あ
る
。

」
れ
ら
の
反
論
は
い
ず
れ
も

レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
の
「
前
提
さ
れ
た
信
仰
」
に
つ
い
て
の
歴
史
哲
学
的
証
明
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
、
近
代
と
し
て
の
情
況
が
へ
!
ゲ

ル
の
藍
史
哲
学
を
強
い
て
い
る
と
み
な
す
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

レ
l
ヴ
ィ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

、1s
，F

tを
g
ム(
 
に
対
し
て
は
、
反
論
者
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
し
か
考
え
て
い
な
い
。

へ
i
ゲ
ル
は
間
違
い
な
く
体
系
的
に
制
約
さ
れ
て
お
り
、
体
系
的
要
求
が
な
け
れ
ば
、

へ
l
ゲ

ル
は
哲
学
的
に
宗
教
哲
学
や
歴
史
哲
学
を
構
成
し
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(2) 

に
対
し
て
は

へ
!
ゲ
ル
は
彼
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
至
る
時
代
の
現
代
史
的
意
義
と
い
う
、
こ
の
唯
一
の
関
係
に
お
い

て
近
代
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
哲
学
の
全
歴
史
を
考
え
抜
い
た
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
今
自
的
で
も
近
代
的
で
も
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

へ
!
ゲ

ル
も
近
代
的
で
は
な
い
。

一
般
に
へ

i
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
体
系
へ
の
要
求
や
近
代
に
限
定
さ
れ
え
な
い
普
遍
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
が
、

し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
精
神
の
自
己
認
識

の
過
程
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
、

へ
i
ゲ
ル
は
つ
ね
に
、
こ
の
過
程
は
人
間
の
自
己
意
識
に
と
っ
て
は
何
と
し
て
現
わ
れ
る
の
か
、

を
問
う
て
い
る
と
し
う
こ
と
で
あ

る
。
自
己
を
認
識
し
た
精
神
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
精
神
は

一
つ
の
現
実
の
共
間
体
、

つ
ま
り
国
家
と
し
て
登
場
す
る
。
精
神
が
叙
述
し
産
出
す
る
も
の
は
意
識
に
と
っ

て
は
国
家
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
理
性
的
客
観
的
意
志
と
主
観
的
意
志
と
の
統
一
で
あ
る
。
理
念
の
真
の
構
造
が
現
実
的
表
現
を
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ



は
国
家
で
あ
る
と
い
う
の
が

へ
l
ゲ
ル
の
基
本
的
見
方
で
あ
る
(
〈
也
・
巧
・
ロ
w

印
日
)
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
現
存
す
る
国
家
を
理
念
の
現
実
態
と
し
て
説
明
し

肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
歴
史
哲
学
の
探
求
の
舞
台
は
国
家
的
現
実
を
措
い
て
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

へ
i
ゲ
ル
は
国
家
と
い
う
精
神
の
現
実
性
か

ら
自
を
反
ら
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

一
八
一
七
年
に
へ
!
ゲ
ル
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
二
五
年
間
を
「
迫
撃
砲
」
の
時
代
だ
っ
た
と
し
て
、
っ
憲
法
に
つ
い
て
の

誤
っ
た
法
概
念
と
先
入
克
を
破
壊
す
る
た
め
に
、
こ
の
二
五
年
間
と
い
う
法
廷
よ
り
ほ
か
に
恐
ろ
し
い
迫
撃
砲
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
(
司
・
仏
・
印
。
。
)
と
書
き
、

ま
た
、

一
八
二
一

O
年
の
冬
学
期
の
歴
史
哲
学
講
義
序
文
で
も
、
こ
の
年
の
七
月
に
勃
発
し
た
七
月
革
命
を
凝
視
し
て
、
理
性
や
自
由
が
っ
抽
象
の
域
に
留
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
立

ち
入
っ
た
内
容
を
与
え
ら
れ
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
か
は
、
決
定
的
に
重
要
な
区
別
で
あ
る
。
〔
七
月
革
命
と
い
う
〕
現
代
の
政
治
情
勢
の
把
握
に
お
い
て
こ
の
区
別

が
問
題
に
な
る
L

(

〈の・

ω
∞w
者
・
尽
w

N
恥
)
と
一
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
洞
察
は
観
察
眼
の
鋭
さ
と
い
う
以
上
に
へ

i
ゲ
ル
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
歴
史
哲
学
講
義
を
、
も
っ
ぱ
ら
体
系
や
普
遍
性
あ
る
い
は
信
仰
的
前
提
を
歴
史
哲
学
に
お
い
て
】
証
明
し
た
も
の
だ
と
の
み
言
い
切
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

へ
i
ゲ
ル
は
理
念
の
方
か
ら
盤
史
を
見
る
か
ぎ
り
、
精
神
が
世
界
を
支
配
す
る
と
語
る
が
、
そ
れ
は
、

そ
う
し
た
仕
方
で
へ

i
ゲ
ル
自
身
の
国

有
の
問
題
を
|
|
そ
れ
は
ま
さ
し
く
自
由
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
|
|
'
を
解
決
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
は
、
神
の
摂
理
の
よ
う
な
精
神
の
世
界
支
配

と
い
う
前
提
を
携
え
て
、
そ
れ
を
歴
史
な
い
し
慶
史
哲
学
に
対
応
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
現
実
へ
の
洞
察
が
一
つ
の
理
念
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
が
哲
学
を

可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
!
ゲ
ル
は
精
神
に
つ
い
て
一
つ
の
「
前
提
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
と
現
実
の
架
橋
の
哲
学
的
可
能
性
の
一
つ
を
提

示
し
て
い
る
、
そ
う
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

レ

l
ヴ
ィ
ッ
ト
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ホ
ル
ス
ト
マ
ン
の
次
の
一
一
一
一
口
葉
に
耳
を
か
た
む
け
て
お
き
た
い
。
寸
へ
ー
が
ル
が

前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
的
人
倫
的
世
界
の
レ
っ
さ
い
の
現
象
に
共
通
な
理
念
的
基
体
(
印
与
ω
可
民
)
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

3
:
そ
の
か

ぎ
り
、

へ
i
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
歴
史
と
精
神
の
結
合
は
一
つ
の
信
仰
の
結
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
結
合
は
、
歴
史
を
、

つ
の
(
政
治
的
)
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
連
関
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
試
み
の
結
果
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
。

一
つ
の
主
体
と

へ
!
ゲ
ル
は
自
分
の
現
実
的
課
題
を
見
据
え
て
、
そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
た
「
理
性
の
世
界
支
配
」
と
い
う
理
念
の
う
ち
に
歴
史
哲
学
の
可
能
性
を
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、

も
っ
ぱ
ら
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
の
摂
理
へ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
壁
史
的
世
界
を
考
察
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
視
点
が
へ

i
ゲ
ル
に
存
在
し
な
い

の
で
は
決
し
て
な
い
。
だ
が
、
順
序
は
逆
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
我
々
の
時
代
を
理
解
す
る
こ
と
い
が
歴
史
の
理
念
化
の
背
景
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は

F

ヘ
ス
ベ
の
考
察
で
も
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

五
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へ
i
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
講
義
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

一
八
二
二
/
二
三
年
か
ら
最
晩
年
の
一
八
三

O

/
一
八
一
三
年
ま
で
全
部
で
五
回
行
わ
れ
た
が
、
『
歴
史
哲
学
講

義
弘
(
グ
ロ
ッ
ク
ナ

l
版
)

の
編
集
者
で
あ
る
ガ
ン
ス
や

K

へ
i
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
勺
最
初
の
講
義
で
は
、
時
間
の
た
っ
ぷ
り
三
分
の
一
は
序
論
と
中
国
の
部
分
に
費
や

し
、
こ
の
部
分
が
倦
き
る
ほ
ど
く
ど
く
ど
と
述
べ
ら
れ
し
(
の
∞
巧
・

同
一
{

む
)
た
が
、
「
後
の
講
義
で
は
、

一
般
に
東
洋
は
あ
っ
さ
り
や
っ
て

ゲ
ル
マ
ン
の
世
界
に
か

え
っ
て
時
間
と
注
意
を
割
い
た
」
(
の

ω者・
トーA

ト4

)
{
吋
)
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
最
初
に
講
義
ノ

i

ト
を
作
ワ
そ
れ
を
改
訂
し
た
り
増
補
し
た
り
し
て
豊
か
に
し
て
い
く
と
い
う

や
り
方
は
と
ら
な
か
っ
た
。
「
毎
回
の
講
義
が
新
し
い
思
想
の
行
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
義
は
そ
の
時
そ
の
時
に
彼
の
精
神
を
動
か
し
た
も
の
の
哲
学
的
力

の
表
現
で
あ
り
、

へ
i
ゲ
ル
は
前
に
や
っ
た
分
類
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
毎
回
の
講
義
で
こ
れ
を
変
更
し
た
」
(
の
ω巧

-
=
W
5
3
と
レ
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら

へ
!
ゲ
ル
が
近
代
を
扱
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
前
期
や
中
期
の
講
義
で
は
な
く
後
期
の
講
義
、
だ
ろ
う
こ
と
、

ま
た
各
講
義
が
内
容
的
に
も
変
化
や
発
展
が
あ
っ
た
だ
ろ

う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
以
上
の
、
各
年
度
の
講
義
の
内
容
や
展
開
な
ど
は
わ
か
ら
な
い
。

へ
!
ゲ
ル
の
「
法
哲
学
講
義
L

や
寸
宗
教
哲
学
講
義
L

は
、
最
近
の
資
料
研
究
の
進
歩
に
よ
っ
て
年
度
ご
と
の
講
義
内
容
も
含
め
て
ほ
ぼ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
γ

な
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
へ

i
ゲ
ル
の
思
想
発
展
の
過
程
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
「
歴
史
官
学
講
義
L

に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
、

ア
メ
リ
カ
な
ど
で
数
篇
の
筆
記
録
が
発
見
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
こ
の
講
義
集
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の

イ
ギ
リ
ス
、

最
初
期
の
一
八
二
二
/
二
三
年
の
講
義
に
つ
い
て
は
、

そ
の
三
編
の
筆
記
録
が
既
に
編
集
作
業
が
済
ん
で
句
講
義
集
第
二
一
巻
』
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
近
々
に
刊
行
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
現
行
の
「
歴
史
哲
学
講
義
し
が
各
年
度
の
筆
記
録
を
融
合
さ
せ
講
義
録
な
の
で
、
年
度
ご
と
の
へ

i
ゲ
ル
の
摩
史
哲
学
的
発
想
の
発
展
や
変
化
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
に
、
早
い
公
判
川
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の

F
・
へ
ス
ベ
の
研
究
「
〈
歴
史
は
自
由
の
意
識
に
お
け
る
進
歩
で
あ
る
〉
|
|
へ

j

ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
の
展
開
に
つ
い
て
し
は
、
未
公
刊
の
各
年
度
の
講
義
筆

記
録
を
検
討
し
て
年
度
ご
と
の
思
想
の
発
展
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
資
料
に
基
ご
つ
く
歴
史
哲
学
の
再
検
討
と
し
て
は
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
い
え

る
。
各
講
義
筆
記
録
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
講
義
集
刊
行
を
待
つ
し
か
な
い
が
、
我
々
は
そ
の
一
端
を
ヘ
ス
ベ
の
研
究
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ
ス
ベ
は
、
各
講
義

筆
記
録
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
由
の
進
歩
」
の
公
式
の
根
抵
に
あ
る
へ
!
ゲ
ル
の
発
想
が
き
わ
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ



の
論
述
の
内
容
は
、
各
講
義
内
容
の
変
化
に
関
す
る
も
の
と
一
八
三

O
年
の
講
義
の
新
資
料
に
基
ご
つ
く
へ
!
ゲ
ル
の
近
代
観
と
に
大
別
で
き
る
。

さ
て

へ
ー
ゲ
ル
は
イ
エ
ナ
初
期
の
差
異
論
文
の
、
哲
学
の
本
一
貨
を
語
る
と
こ
ろ
で
、
永
遠
に
一
に
し
て
同
一
で
あ
る
理
性
が
特
殊
な
時
代
を
素
材
と
し
て
自
己
を
形

態
化
す
る
と
い
う
、
時
代
に
お
け
る
同
一
と
差
異
の
関
係
の
連
続
を
諮
っ
て
い
る
が

(
d
J
?
N
-

一戸、吋出向・)、

ヘ
ス
べ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
リ
ン
最
初
の
講
義
は
イ
エ
ナ
時
代
の

こ
う
し
た
構
想
と
変
わ
ら
ず
、
「
理
性
が
世
界
史
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
一
個
の
真
理
で
あ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
L

と
さ
れ

る
。
し
か
し

一
八
二
六
/
二
七
年
の
講
義
は
一
種
の
移
行
段
階
を
示
し
て
い
て
、
精
神
の
概
念
が
、

つ
ま
り
三
方
で
は
自
由
と
主
観
性
を
そ
の
契
機
と
し
、
他
方
で

は
完
成
へ
の
可
能
性

9
2な
宵

5
5
g門
)
と
エ
ン
テ
レ
キ
ー
を
契
機
と
す
る
精
神
の
概
念
が
、

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
L

。
こ
こ
で
は
、
可
能
性
か
ら
現
実
へ
至
る
過
程
が
自
由
の
過
程
と
し
て
一
不
さ
れ
る
と
同
時

歴
史
の
究
極
自
的
で
あ
り
、

同
時
に
歴
史
の
現
実
的
な
原
因
と
な
ら

に
、
目
的
と
し
て
の
自
由
を
実
現
す
る
手
段
は
歴
史
過
程
の
な
か
に
こ
そ
用
意
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
一
八
三

O
年
の
講
義
に
な
る
と
、

歴
史
の
単
な
る
規
則
性
は
否
定
さ
れ
る
。
「
思
想
の
単
な
る
抽
象
的
形
式
化
と
し
て
、
神
的
摂
理
の
計
画
が
歴
史
を
規
定

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
理
性
が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
世
界
史
に
お
い
て
は
事
態
は
ま
た
理
性
的
に
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
が
否
定

さ
れ
る
L

。
そ
の
理
由
は
へ
ス
べ
に
よ
れ
ば
、
「
精
神
の
展
開
に
お
い
て
結
局
は
、
感
じ
表
象
す
る
精
神
の
前
に
ま
ず
〔
啓
示
に
お
い
て
〕
提
示
さ
れ
た
も
の
を
思
想
で
も

っ
て
も
把
握
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
(
ぐ
の
・
h

広
)
と
い
う
へ

l
ゲ
ル
の
言
葉
に
あ
る
。
そ
し
て
へ
ス
ベ
は
、
こ
の
一
言
葉
に
関
し
て
へ

i
ゲ
ル
が

欄
外
に
書
い
た
「
こ
の
こ
と
ー
我
々
の
時
代
を
理
解
す
る
こ
と
L

(

ぐ
の
・
怠
)
と
い
う
註
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
へ

i
ゲ
ル
が
、
最
近
の
歴
史
を
、
歴
史
的
現
実
の
自
覚
的

形
態
化
を
も
と
め
て
の
格
闘
と
し
て
把
握
す
る
授
点
を
つ
か
ん
だ
こ
と
を
、

は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
い
う
。

へ
l
ゲ
ル
は
一
八
三

O
年
の
講
義
に
お
い
て
、
自
己
の
時

代
に
真
っ
正
面
か
ら
向
か
い
合
っ
て
い
る
。

へ
l
ゲ
ル
が
、
歴
史
に
お
け
る
理
性
を
自
由
の
意
識
に
お
け
る
進
歩
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
近
代
概

念
に
と
っ
て
意
義
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
、
最
近
の
摩
史
に
つ
い
て
の
へ

i
ゲ
ル
の
解
釈
へ
の
影
響
を
見
て
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
え
L

三
八
一
ニ

O
年
草
稿
の
欄
外
お
よ
び
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て

寸
最
近
の
歴
史

L
E
5
E口
問
え
め
の
め
ωの
F
R
F
Z
)
と
い
う
表
現
に
、

ヘ
ス
ベ
は
は
っ
き
り
と
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
に
勃
発
し
た
七
月
革
命
を
想
定
し
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

へ
i
ゲ
ル
は
こ
の
講
義
序
文
で
、
理
性
や
岳
由
が
「
抽
象
の
域
に
留
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
立
ち
入
っ
た
内
容
を
与
え
ら
れ
て
具
体
的

に
展
開
さ
れ
る
か
は
、
決
定
的
に
重
要
な
区
別
で
あ
る
。
〔
七
月
革
命
と
い
う
〕
現
代
の
政
治
情
勢
の
把
謹
に
お
い
て
こ
の
区
別
が
問
題
に
な
る
」
(
ぐ
の
・

ω
∞w

司
-
H
N
W

哲
学
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へ
ー
ゲ
ル
と
近
代
的
自
由

/¥ 

∞
品
)
と
、
時
代
へ
の
真
剣
な
態
度
を
表
現
し
て
い
る
。
「
最
近
の
歴
史
に
つ
い
て
の
解
釈
ヘ

つ
ま
り
「
時
代
を
理
解
す
る
こ
と
」
「
精
神
の
前
に
提
示
さ
れ
た
も
の
を
思

想
で
も
っ
て
把
握
す
る
こ
と
L

と
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
七
月
革
命
に
至
る
待
代
を
「
歴
史
的
現
実
の
自
覚
的
形
態
化
を
も
と
め
て
の
格
関
L

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
「
投
界
に
お
け
る
理
性
」
が
「
自
由
の
意
識
に
お
け
る
進
歩
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
捉
え
か
え
さ
れ
強
調
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
格
慨
は
、
自
由
実
現
を
求

め
て
の
格
闘
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
い
ま
「
自
由
」
の
視
点
か
ら
時
代
を
、
こ
の
革
命
の
待
代
を
見
据
え
て
い
る
。
自
由
は
へ

i
ゲ
ル
の
生
き

る
現
在
に
生
き
生
き
と
脈
動
し
つ
つ
あ
る
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
こ
の
一
八
三

O
年
の
講
義
で
は
、
岳
由
と
自
由
の
実
現
こ
そ
が
近
代
の
鍵
で
あ
る
こ
と
を
一
層
は

っ
き
り
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
に
と
っ
て
近
代
の
問
題
と
は
自
由
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ

l
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
近
代
主
観
性
と
自
由
を
生
み
出
し
た
出
来
事
は
、
宗
教
改
革
と
啓
蒙
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
三
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
テ
!
マ

に
つ
い
て
の
へ

i
ゲ
ル
の
扱
い
は
年
度
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
差
異
が
み
ら
れ
る
、

と
へ
ス
ベ
は
一
一
一
一
口
う
。

一
八
ニ
六
/
二
七
年
の
講
義
ま
で
は
、
宗
教
改
革
が
近
代
理
解

の
鍵
で
あ
り
、
宗
教
改
革
以
降
の
全
発
展
は
こ
の
原
理
の
延
長
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
過
程
を
、
国
民
国
家
の
形
成
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
内
面
性
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
近
代
主
観
性
と
自
由
の
原
理
が
宗
教
か
ら
開
放
さ
れ
て
「
世
俗
的
意
識
に
お
い
て
」
鍛
え
ら
れ
て
い
く
過
翠
と
す
る
立
場
が
と
ら
れ
る
。
「
理
性
以
外
の
い

か
な
る
権
威
も
人
間
に
は
妥
当
し
な
い
」
と
い
う
こ
の
新
し
い
意
識
で
あ
る
啓
蒙
主
義
に
つ
い
て
は
、

へ
i
ゲ
ル
は
一
八
二
六
/
二
七
年
の
講
義
ま
で
は

フ
ラ
ン
ス
啓

蒙
主
義
を
形
式
的
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ

フ
リ
!
ト
リ
ッ
ヒ
二
世
を
理
性
の
実
現
と
し
て
の
立
憲
君
主
と
し
て
讃
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革

命
は
、
理
性
原
理
が
抽
象
的
な
仕
方
で
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
残
酷
な
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ム
ス
を
惹
起
し
た
っ
病
的
展
開
」
と
し
て
描
か
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
一
八
三

O
/三
一
年
の
最
後
の
講
義
で
は
、
近
代
の
最
後
の
精
神
的
原
理
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
出
発
し
た
啓
蒙
主

義
で
あ
る
。
「
〈
啓
蒙
主
義
と
革
命
〉
が
新
し
い
位
置
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
史
の
最
後
の
原
理
一
を
生
み
出
す
も
の
は
、
も
は
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
で
は
な
く

忠
惟
と
啓
蒙
主
義
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義
と
と
も
に
思
惟
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
〈
内
菌
性
〉
を
越
え
出
る
か
ら
で
あ
る
し
。
こ
れ
と
共
に
世
界
史
の
発
展
は
ド
イ

ツ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
と
移
行
す
る
(
そ
し
て
フ
リ
!
ト
リ
ッ
ヒ
二
世
は
背
後
に
退
く
)

ーJ
o

こ
?
語
、

U
ナ
ー
、
刀

ヘ
ス
べ
に
よ
れ
ば

へ
i
ゲ
ル
は
以
前
よ
り
も
決
定
的
な
形
で
、
啓
蒙

主
義
の
原
理
の
出
現
が
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

へ
i
ゲ
ル
は
、
自
由
の
意
識
の
進
歩
は
理
論
的
(
啓
蒙
主
義
)

に
も
実
践
的
(
フ
ラ
ン
ス
革
命
)

へ
i
ゲ
ル
が
勺
ゲ
ル
マ
ン
国
民
の
う
ち
に
、

と
い
う
思
想
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

K
・へ

i
ゲ
ル
版
で
は
、
こ
の
思
想
は
削
除
さ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
ま
た
、
も
と
も
と

ラ
テ
ン
国
民
の
う
ち
に
思
惟
の
原
理
が
登
場
し
た
」
と
語
っ
た
文

つ
ま
り
宗
教
改
革
の
う
ち
に
、
精
神
の
原
理
が
登
場
し
、

も
フ
ラ
ン
ス
で
終
わ
る
、



章
の
後
半
は

K 

へ
ー
ゲ
ル
版
で
は
「
ラ
テ
ン
国
民
の
な
か
か
ら
抽
象
が
登
場
し
た
」
(
巧
・

トー4

N 

日
N
H
)

と
い
う
よ
う
に
、
寸
思
惟
」
(
ロ

g
Zロ
)
が
「
抽
象
」
(
〉
ず

ω門
円
相
円
}
内

Z
C
H
H
)

に
入
れ
替
え
ら
れ
た
。

K
・
へ
!
ゲ
ル
版
で
は
隠
薮
さ
れ
た
、
こ
の
講
義
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
本
来
的
意
図
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
安
定
し
た
国
家
体

制
を
目
指
す
格
闘
間
以
降
の
、

七
月
革
命
を
も
含
む
フ
ラ
ン
ス
史
を
包
括
的
に
説
明
し
て
終
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
点
に
、

そ
れ
以
前
の
講
義
に
は
み
ら
れ
な

い
新
し
さ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
最
後
の
講
義
に
よ
れ
ば
、
哲
学
の
課
題
は
自
分
の
時
代
を
後
に
な
っ
て
概
念
的
に
把
握
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
践
的
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
へ
ス
ベ
は
語
る
の
で
あ
る
。
次
の
言
葉
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
哲
学
か
ら
出
発
す
る
と
い
わ
れ
て

き
た
し
、
哲
学
が
〈
現
実
世
界
の
知
〉
と
呼
ば
れ
る
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
は
絶
対
的
な
真
理
を
純
粋
な
本
質
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け

で
な
く
、
現
実
に
生
き
て
い
る
真
理
を
も
と
ら
え
る
か
ら
で
あ
る
」
(
巧
・

5w
印

N

、立)。

初
期
の
講
義
で
は

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
一
個
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
一
八
三

O
/三
一
年
の
講
義
は
、
革
命
か
ら
公
安
委
員
会
の
独
裁
を
経
て
、

テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
帝
政
、
君
主
制
、

七
月
革
命
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
最
新
の
歴
史
を
展
開
し
、
そ
の
上
で
、
世
界
史
と
は
自
由
の
概
念
の

発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
コ
古
学
の
関
心
は
実
現
さ
れ
て
い
く
理
念
の
発
展
過
程
を
、

し
か
も
、
自
由
の
意
識
と
し
て
現
わ
れ
る
ほ
か
な
い
自
由
の
理
念
の
発
展
過

程
を
、
認
識
す
る
こ
と
に
あ
る
し
(
当
・
ロ
池
山
恥
O
)

と
い
う
一
一
一
一
口
葉
で
閉
じ
ら
れ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
、
革
命
か
ら
革
命
に
い
た
る
自
分
の
時
代
に
確
実
に
脈
動
し
胎
動
し
つ

つ
あ
る
近
代
的
自
由
を
、
全
歴
史
が
そ
こ
に
流
れ
こ
む
ゴ

l
ル
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

へ
!
ゲ
ル
の
「
自
由
」
の
概
念
の
背
景
に

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
れ
以
峰
の
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
政
治
的
社
会
的
動
向
が
あ
る
こ
と
は
、

ヘ
ス
ベ
の
所
論
か
ら
は

口
問
)
を
も
っ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

っ
き
り
し
て
い
る

O
K
-
へ
i
ゲ
ル
は

J
取
初
の
講
義
は
殊
更
に
哲
学
的
で
、
後
の
講
義
は
歴
史
的
幅
の
広
さ
」
(
の
ω巧・

へ
i
ゲ
ル
に
お
け
る
哲
学
と

A

歴
史
の
密
接
な
結
合
を
表
わ
す
と
と
も
に
、
革
命
後
の
自
由
の
展
開
が
と
り
わ
け
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

ノ¥

ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
は
、
自
由
が
確
実
に
新
し
い
時
代
の
方
向
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

へ
l
ゲ
ル
の
目
に
は
、
現
実
の
う
ち
に
新
し
い
理
性
が
姿
を
現

わ
し
は
じ
め
て
い
る
の
が
見
え
る
。
こ
の
現
実
の
う
ち
に
現
存
し
て
、
歴
史
的
に
次
第
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
態
を
と
り
つ
つ
あ
る
理
性
を
、
哲
学
は
こ
の
時
代
そ
の
も

の
か
ら
敢
り
出
し
て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学

思
想
論
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へ
i
ゲ
ル
と
近
代
的
自
由

。

(
四
)

へ
!
ゲ
ル
が
新
し
い
時
代
、
近
代
の
理
性
の
原
理
と
し
て
見
て
い
る
も
の
は
、
主
観
性
の
原
理
、
あ
る
い
は
主
観
的
自
由
の
源
理
で
あ
る
。
「
近
代
世
界
の
原
理
は
総

じ
て
主
観
性
の
自
由
で
あ
る
L

(

巧・

、吋

u
h
F
ω
む
)
。

し
た
が
っ
て
「
主
観
的
自
由
の
権
利
が
、
古
代
と
近
代
と
の
区
別
に
お
け
る
転
回
点
か
つ
中
心
点
を
な
す
」
(
巧

--:J 

N
ω
ω
)

。
主
観
的
自
由
の
原
理
は
近
代
の
統
一
原
理
と
し
て
、

へ
i
ゲ
ル
の
現
在
の
生
活
領
域
に
脈
動
し
て
い
る
。
こ
の
主
観
性
が
古
代
と
近
代
と
を
分
け
る
分
岐
点
で

あ
る
。
古
代
に
は
絶
対
的
個
別
性
、
自
己
を
知
る
個
体
性
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
主
観
性
の
原
理
は
ギ
リ
シ
ア
的
位
界
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
代

の
第
一
の
原
則
は
主
観
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
へ
!
ゲ
ル
は
、
「
プ
ラ
ト
ン
的
自
家
の
理
念
は
、
私
的
所
有
が
で
き
な
い
と
い
う
、
人
格
に
対
す
る
不
法
を
普
遍
的
な
原
理

と
し
て
含
む
」
(
巧
・

h 与

H
C
∞
)
が
ゆ
え
に
、
こ
の
私
的
所
有
原
理
の
放
逐
は
、
自
由
と
権
利
を
誤
認
す
る
も
の
だ
、

と
語
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
い
ま
、
こ
の
主
観
性

を
原
理
と
す
る
近
代
世
界
の
現
実
を
、
哲
学
的
概
念
に
お
い
て
し
っ
か
り
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
、

へ
l

ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
る
の
で
あ
る
。

「
存
在
す
る
も
の
を
概
念
把
握
す
る
の
が
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
存
在
す
る
も
の
は
理
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
人
に
関
し
て
い
え
ば
、
も
と
も
と
誰

も
が
そ
の
時
代
の
子
で
あ
る
。
哲
学
も
ま
た
そ
の
待
代
を
思
想
の
う
ち
に
捉
え
た
も
の
も
の
で
あ
る
。
」
(
司
・
u
J

訟
)

「
哲
学
は
自
ら
の
時
代
を
飛
び
越
し
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
が
立
脚
す
る
の
は
自
ら
の
時
代
で
あ
り
ま
た
、
哲
学
が
認
識
す
る
の
は
現
在
的
な
も
の
で
あ
る
O

L

(何日)}戸出
w
h
F
M山
)

こ
の
言
葉
は
、
寸
概
念
把
握
」
と
い
う
言
葉
に
注
自
し
て
み
れ
ば
、
当
時
の
「
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ム
ス
」
や
「
当
為
」
の
思
淑
に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き

る
。
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ス
ム
ス
と
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
恐
怖
時
代
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
っ
現
存
の
秩
序
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
と
る
と
こ
ろ
の
抽
象
的
思
想
へ
の
熱
狂
」

(
d
J
1

・

H
N
W
A
F
ω
ハ

{

)

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
抽
象
的
な
も
の
を
欲
す
る
が
ゆ
え
に
、

い
か
な
る
文
節
も
欲
せ
ず
、

し
か
し
っ
そ
の
現
実
化
は
破
壊
の
狂
暴
で
し
か
な
い
」
(
宅
・

N

U

N

)

よ
う
な
、
破
壊
の
な
か
に
の
み
自
由
の
自
己
意
識
を
感
ず
る
意
識
で
あ
る
。

一
方
当
為
は
、
あ
る
べ
き
世
界
を
構
想
す
る
が
、
そ
の
世
界
は
思
い
込
み
の
想
像

の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
両
者
は
共
に
、
現
実
世
界
へ
の
通
路
を
も
ち
え
な
い
抽
象
的
恋
意
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
現
実
に
対
す
る
富
目
と
し
て
危

険
で
す
ら
あ
る
。
哲
学
は
本
質
を
把
握
す
る
知
で
あ
り
、

理
性
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、

理
性
は
こ
の
時
代
の
う
ち
に
し
か
存
在
し
え

な
い
の
だ
か
ら
、
哲
学
は
現
実
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
哲
学
は
時
代
に
密
着
し
そ
の
時
代
と
端
的
に
一
致
し
て
い
て
、

そ
の
時
代
の
事
実
学
で
あ
る
べ



き
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

へ
i
ゲ
ル
の
真
意
は
、
哲
学
の
根
拠
は
時
代
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
み
ず
か
ら
が
形

成
す
る
概
念
は
持
代
の
概
念
以
外
の
い
か
な
る
概
念
か
ら
も
獲
得
し
え
な
い
、
と
へ
i
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
i
ヴ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
命
題
を
解
釈
し
て
、
っ
哲

学
は
一
つ
の
時
代
の
精
神
の
す
べ
て
の
現
象
と
同
時
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
哲
学
は
自
己
を
区
別
す
る
知
と
し
て
そ
の
時
代
を
越
え
て
お
り
、
単
な
る
時
代
精

神
で
は
な
い
L

と
い
っ
て
い
る
。
哲
学
は
時
代
精
神
で
あ
り
つ
つ
時
代
精
神
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
哲
学
は
本
質
と
現
象
の
区
別
を
知
る
知
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

哲
学
は
同
時
に
、
本
質
は
現
象
で
あ
り
、
現
象
と
は
別
の
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
も
本
質
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
の
考
察
の
頭
点
は
現
在

の
分
析
で
あ
り
、

J
ん
と
え
過
去
が
ど
れ
ほ
ど
偉
大
で
あ
ろ
う
と
も
、
過
去
を
総
覧
す
る
場
合
、
我
々
は
た
だ
現
在
的
な
も
の
だ
け
に
か
か
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
巧

一戸

N
W
H
C日
)

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
存
在
す
る
も
の
」
の
「
概
念
把
握
し
の
思
想
に
は
実
は
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
主
観
性
の
な
か
に
へ
!

ゲ
ル
が
見
届
け
て
い
る
危
機
で
あ
る
。
こ
の
危
機
意
識
が
こ
の
思
想
を
発
想
す
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

マ
イ
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る

0
3
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
体
系
の
差
異
』
以
来
、

へ
I
ゲ
ル
に
は
つ
ね
に
新
た
に
形
を
変
え
て
、
明
ら
か
に
同
一
の
い
わ
ば
外
傷
的
な
歴
史
性
の
根
本
経
験

が
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
真
に
「
存
在
す
る
」
も
の
の
哲
学
的
「
概
念
把
握
」
の
モ
チ
ー
フ
を
も
、

明
ら
か
に
不
確
実
性
の
経
験
と
意
識
で
あ
る
し
と
。
不
確
実
性
の
経
験
と
は
、

ま
た
自
覚
的
目
標
を
も
な
し
て
い
る
。

重
要
な
こ
と
は

へ
l
ゲ
ル
自
身
の
時
代
の
つ
和
解
を
欠
い
た
分
裂
L

と
寸
分
裂
の
た
め
の
不
安
定
な
動
揺
」

に
つ
い
て
の
経
験
で
あ
る
。
こ
の
時
代
(
と
時
代
の
本
質
で
あ
る
主
観
性
)
の
不
確
実
性
に
つ
い
て
の
根
本
経
験
が
こ
の
言
葉
を
語
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
改
革
、
啓
蒙
思
想
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
内
面
的
主
体
性
の
原
理
、
「
理
性
の
法
則
に
こ
そ
真
理
が
あ
る
」
と
す
る
理
性
の
漂
理
、
人
権
の
患

相
山
、

一
般
に
近
代
的
自
由
の
原
理
は

へ
i
ゲ
ル
に
と
っ
て
安
定
し
た
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
原
理
は
、
過
去
の
規
範
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
規
範
の
な
い
原
理
と
し
て
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
断
絶
に
由
来
す
る
不
安
定
性
を
、
へ

i
ゲ
ル
は
寸
分
裂
」

と
表
現
し
た
。

へ
i
ゲ
ル
が
「
分
裂
こ
そ
哲
学
の
要
求
の
源
泉
で
あ
る
」
(
巧
・

N
W
N
C
)

と
語
り
、
ま
た
「
我
々
の
時
代
は
誕
生
の
時
代
で
あ
り
、
新
し
い
時
代
へ
の
過

渡
期
の
時
代
で
あ
る
」
(
巧
・

ω

4

H

∞
)
と
語
っ
た
の
も
、

へ
i
ゲ
ル
の
う
ち
に
こ
う
し
た
歴
史
性
の
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
リ
ッ
タ

i
の
言
う
よ
う
に
、

ル
は
寸
分
裂
が
時
代
の
根
本
構
造
で
あ
る
」
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
。
規
範
を
欠
く
分
裂
の
時
代
に
あ
っ
て
、
分
裂
を
克
賊
し
新
た
な
自
由
を
確
か
に
す
る
た
め
の
方
向

へ
1
ゲ

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、

へ
i
ゲ
ル
の
歴
史
認
識
は
そ
こ
に
凝
集
し
て
い
た
と
い
え
る
。
寸
存
在
の
概
念
把
握
」
の
思
想
の
背
後
に
、
実
は
深
刻
な
実
践

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号



へ
!
ゲ
ル
と
近
代
的
自
由

的
課
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
レ
だ
ろ
う
。

へ
ー
ゲ
ル
は
近
代
の
主
観
的
自
由
の
卓
越
性
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
向
時
に
危
機
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
だ
か
ら
へ

i
ゲ
ル
は
、

λ
自
由
を
め
ぐ
る
〕
こ
の
衝
突
、
こ
の
葛
藤
、
こ
の
問
題
は

現
に
我
々
の
樫
史
が
痘
面
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
将
来
の
歴
史
が
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
」
(
巧
・

H
N
w
u
ω
印
)
と
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

歴
史
は
関
か
れ
、
問
題
は
将
来
に
向
か
っ
て
人
類
の
責
任
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、

そ
の
近
代
的
自
由
の
「
問
題
L

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

へ
i
ゲ
ル
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
は
「
他
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
自
分
自
身
の
も
と
に
あ
る
」
(
当
・

U
Y

勾
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
の

う
ち
に
あ
る
と
は
、
他
者
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
者
に
関
係
す
る
と
い
う
「
規
定
さ
れ
た
あ
り
方
に
お
い
て
あ
り
な
が
ら
も
、
自
分
の
も
と
に
あ
る
こ
と
L

(

巧・

戸
山
吋
)
、
自
分
の
自
立
性
を
失
わ
な
い
こ
と
が
、
自
由
で
あ
る
。

へ
l
ゲ
ル
は
自
由
を
単
な
る
主
観
的
意
志
と
は
考
え
て
い
な
い
。
自
由
の
前
提
は
、
関
係
の
規
定
を
受

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
他
者
に
関
係
し
な
い
も
の
、
他
者
に
依
存
し
な
い
も
の
は
自
由
で
は
な
い
L

(

宅・

zuh芯
)
。
飽
者
関
係
を
持
た
な
い
自
由

を
へ
i
ゲ
ル
は
抽
象
的
自
由
と
呼
ぶ
。
革
命
以
後
の
r
詰
由
主
義
思
想
(
ピ

zsrBg)
は
こ
の
よ
う
な
岳
由
、
す
な
わ
ち
留
家
生
活
に
対
立
し
「
原
子
と
し
て
の
偲
の

意
志
と
い
う
原
理
し
(
巧
・

一戸

N
W
ω
ω
中
)

に
立
脚
す
る
自
由
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
的
自
由
が
力
を
得
て
、

い
ま
っ
残
虐
こ
の
上
な
い
暴
虐
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
る
L

(

司・

5
e
g
ω
)
が
、
こ
の
暴
虐
は
滅
、
ひ
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
。

へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
政
治
的
自
由
主
義
は
一
個
の
歴
史
的
「
難
局
し
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

へ
i
ゲ
ル
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
以
来
の
個
人
の
意
志
の
自
由
そ
の
も
の
を
ι

告
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
主
観
的
自
由
が
い
か
に
し
て
共
同
体

の
本
質
的
契
機
と
し
て
構
成
さ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
共
同
体
は
っ
主
観
性
の
最
高
の
尖
端
」
を
ど
こ
ま
で
許
容
す
る
深
さ
を
も
ち
う
る
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
が
最
後
の
歴
史
哲
学
講
義
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
と
き
に
諮
問
っ
た
っ
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
」
と
は
、
こ
の
主
観
的
自
由
と
共
同
体

の
統
一
の
問
題
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
が
こ
の
統
一
を
構
想
し
た
と
き
、

そ
の
発
想
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
青
年
時
代
の
へ

l
ゲ
ル
が
寸
民
族
宗
教
の
名
の
も
と
に
没
頭
し
て
い
た
、
人
倫
の
総

体
の
理
念
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
統
一
は
、
寸
古
代
人
の
人
倫
の
理
想
を
、
そ
れ
が
近
代
の
個
人
主
義
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
で
、
近
代
社
会
の
現
実

に
媒
介
す
る
し
と
い
う
形
で
把
握
さ
れ
た
。
主
観
的
自
由
が
近
代
と
古
代
の
分
蚊
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
考
え
て
み
よ
う
。

へ
i
ゲ
ル
が
近
代
の
主
観
性
の
特
質
の
一
つ
と
み
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
主
観
的
自
由
を
本
質
と
す
る
責
任
性
は
、
自
分
の
所
行
の
う
ち
目
的
と
し

て
知
り
企
図
し
た
も
の
に
だ
け
責
任
を
も
っ
、

と
い
う
点
に
あ
る
。

J
所
行
に
責
任
が
帰
せ
ら
れ
る
の
は
、
意
志
の
せ
い
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
が
知
る
こ
と
の
権
利
で
あ



る
L

(

司・
J

ア

N

H
吋
)
。
一
所
行
は
私
が
事
情
を
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
私
の
意
志
の
責
任
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
個
人
が
す
べ
て
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
古
代
の
英
雄
的
自
己
意
識
(
例
え
ば
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
)

は
、
行
為
と
一
励
行
、
事
件
に
つ
い
て
の
企
国

知
と
事
件
そ
の
も
の
と
の
区
別
、
す
な
わ
ち
自
分
の

行
為
に
印
刷
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
区
別
を
つ
け
は
し
な
い
。
彼
は
「
一
助
行
の
全
範
閤
で
責
任
を
引
き
受
け
る
」
(
者
・

U

J

N

H
也
)

の
で
あ
る
。

オ
イ
デ
ィ
プ

ス
は
、

父
と
知
ら
ず
自
分
の
父
を
殺
害
し
母
と
知
ら
ず
結
婚
し
た
が
、
事
の
真
相
が
は
っ
き
り
し
た
と
き
、
自
分
の
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
全
体
に
対
し
て
一
身
に
責
め

を
負
う
の
で
あ
る
。
近
代
人
は
た
だ
自
分
の
内
面
的
意
志
に
由
来
す
る
自
分
の
行
動
に
対
し
て
の
み
責
め
を
負
い
、
自
分
が
所
属
す
る
共
同
体
的
全
体
の
行
為
に
対
し
て

責
め
を
負
う
こ
と
は
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
古
代
の
英
雄
的
個
人
は
、
自
分
の
所
属
す
る
共
同
体
的
全
体
か
ら
離
脱
せ
ず
、
自
分
の
果
敢
行
為
が
こ
の
社
会
全
体
の

運
命
を
担
い
、
こ
の
運
命
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
レ
る
。
古
代
の
人
倫
の
理
想
は
、
個
人
が
個
人
で
あ
り
つ
つ
、

し
か
も
社
会
全
体
の
運
命
を
一
身
に
背
負
っ

て
登
場
し
う
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。

し
か
し
寸
古
典
古
代
の
国
家
で
は
、

た
し
か
に
普
遍
性
は
す
で
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
個
人
的
特
殊
性
は
ま
だ
解
き
放
た
れ
て
自
由
に
さ
れ
て
は
い
ず
、

し
た

が
っ
て
普
遍
性
へ
、
す
な
わ
ち
全
体
の
普
遍
的
目
的
へ
連
れ
戻
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
(
巧
・

U
J

ち
吋
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
古
代
の
理
想
を
近
代
社
会
の
現
実
に
い
か

に
媒
介
す
る
か
が

へ
!
ゲ
ル
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
近
代
が
す
で
に
主
観
性
を
経
験
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
理
想
を
そ
の
ま
ま
現
代
に
復
活
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
主
観
性
の
卓
越
性
を
最
大
限
生
か
し
つ
つ
向
時
に
古
代
の
人
倫
の
理
想
を
包
摂
し
た
近
代
的
統
一
の
構
想
を
、

へ
l
ゲ
ル
は
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は

次
の
よ
う
な
構
想
で
あ
る
。

「
近
代
菌
家
の
原
理
の
も
っ
と
て
つ
も
な
い
強
さ
と
深
さ
は
、
主
観
性
の
原
理
が
己
れ
を
完
成
し
て
人
格
的
特
殊
性
と
い
う
と
い
う
自
律
的
な
極
点
に
な
る
こ
と
を

許
す
と
同
時
に
、
こ
の
主
体
性
の
原
理
を
実
体
的
一
体
性
の
う
ち
へ
と
連
れ
戻
し
、
こ
う
し
て
主
観
性
の
原
理
そ
の
も
の
の
う
ち
に
実
体
的
一
体
性
を
保
つ
と
い
う

こ
と
に
あ
る
L

(

巧

-
N
8吋)。

へ
i
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
近
代
的
統
一
国
家
の
形
成
に
期
待
を
抱
く
の
で
あ
る
。

へ
i
ゲ
ル
は
、
主
観
性
を
本
一
貫
と
す
る
近
代
的
自
由
こ
そ
歴
史
の
原
理
で
あ
る
こ
と

を
確
信
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
か
つ

へ
i
ゲ
ル
は
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
葉
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。

近
代
と
古
代
の
媒
介
す
る
そ
の
根
底
に
、
次
の
よ
う
な
近
代
批
判
が
、
そ
れ
こ
そ
解
決
さ
れ
る
べ
き
難
問
と
し
て
へ

i
ゲ
ル
の
う
ち
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
忘
れ
る
べ
き

で
は
な
い
。

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号
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寸
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
独
立
性
の
方
が
わ
れ
わ
れ
に
は
高
級
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

し
か
し
こ
れ
は
人
格
の
抽
象
的
独
立
性
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

」
の
場

合
各
人
は
個
別
者
と
し
て
自
分
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
英
雄
的
独
立
性
の
方
、
が
理
想
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
に

は
、
個
々
の
人
格
は
単
に
形
式
的
な
主
体
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。
L

(

〉
円
と
∞
∞
∞

傍
点
筆
者
)

へ
j

ゲ
ル
に
よ
れ
ば
近
代
的
人
格
は
勺
形
式
的
主
体
」
で
あ
る
。
現
代
で
は
裁
判
官
も
公
務
員
も
ま
た
君
主
さ
え
も
、

一
般
に
近
代
の
主
体
は
、
与
え
ら
れ
た
職
務
や

義
務
や
法
律
な
い
し
憲
法
な
ど
の
社
会
の
枠
に
は
め
こ
ま
れ
て
行
動
す
る
だ
け
の
「
崩
限
さ
れ
た
一
分
肢
」
、

い
わ
ば
全
体
の
一
歯
車
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

近
代
の
個
人
は
、
も
は
や
英
雄
時
代
に
お
け
る
よ
う
に
共
同
体
の
生
命
と
力
に
加
担
す
る
実
質
的
主
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
的
人
格
が
英
雄
的
な
実
質
的
主
体
を

保
持
し
つ
つ
共
同
体
と
の
統
一
を
形
成
す
る
こ
と
は
、

で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
個
別
性
を
原
理
と
す
る
欲
求
の
体
系
と
し
て
の
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
、
そ
れ
は

可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

へ
i
ゲ
ル
の
勺
近
代
」
解
釈
に
は
、
期
待
と
同
時
に
不
安
と
諦
念
が
交
じ
り
合
っ
た
一
種
の
た
ゆ
た
い
の
あ
る
こ
と
を
み
て
と
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

へ
i
ゲ
ル
の

「
近
代
」
解
釈
の
位
相
を
詳
細
に
確
認
す
る
た
め
に
も
、
寸
歴
史
哲
学
講
義
集
L

の
公
刊
と
そ
の
検
討
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

註※
へ

l
ゲ
ル
自
身
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
次
の
略
号
を
以
て
巻
数
・
頁
の
順
序
で
本
文
中
に
示
し
た
。
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Hegel und neuzeitliche Freiheit 

一一-AusHegels Vorlesungen uber die Philosophie der Geschichte-一一

Tatsuo MIZUNO 

1n Hegels V orlesungen uber die Philosophie der Geschichte befindet sich die be-

kanntliche Formu日erung， "die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewustsein der 

Freiheit" . Uber diese Formulierung sagt F. Hespe， das in der Regel sie einfach im 

Sinne von Fortschritt in der Realisierung von Freiheit interpretiert wird， aber Hegel es 

nicht gemeint hat， als er diese Zeile als Einleitung fur seine letzte Vorlesung 

niederschrieb. "Denn“ sagt er， "es ist nicht blos vom Fortschritt der Freiheit， 

sondern vomくBewustseinde Freiheit) als demくEndzweckder ¥Velt) die Rede， die 

くerstdie Wirklichkeit seiner Freiheit uberhaupt) ist.“ So behauptet Hespe， der auf 

Grund von unverδffent1ichen Nachschriften zu Vorlesungen dies geforscht hat， das es 

sich fur Hegel nicht um den Fortschritt selbst zum EndzYlほckder Freiheit， sondern 

um Wirklichkeit der Freiheit handelt. 

Diese Ansicht ist anders als die Behauptung， wie K. Lowith， Hegels 

Geschichtsphilosophie als die aus der christlichen teleologischen Voraussetzung kon-

struierte anzusehen. Es ist ein Problem， wie die teleologische Voraussetzung und die 

Auffassung der Wirklichkeit in der Hegels Philosophie sich aufeinander beziehen. Ich 

untersuche hier dieses Prolem hauptsachlich im Problem der Freiheit. So untersucht 

diese Abhandlung zuerst (1) die Ansicht von K. Lowith， weiter (2) die oben zitierte 

Untersuchung von F. Hespe， und letztlich im Ganzen (3) was fur eine Konzeption 

Hegels eigentlich im Grund der Formulierung des Fortschritts im Bewustsein der Frei-

heit wirkt. 
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