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「
将
来
の
思
索
は
も
は
や
哲
学
で
は
な
い
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
っ
た
の
は
『〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
に
つ
い
て
の
書
簡
』（
以
下
『
書
簡
』

と
略
記
、
一
九
四
七
年
初
出（

（
（

）
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
う
い
う
思
索
と
哲
学
と
の
関
係
の
思
索
は
一
九
六
四
年
の
講
演
に
基
づ
く
『
哲
学

の
終
わ
り
と
思
索
の
課
題
』（G

A
14

、
以
下
『
思
索
の
課
題
』
と
略
記
）
に
結
実
す
る
。「
も
は
や
哲
学
で
は
な
い
思
索
」
の
可
能
性
を

考
え
る
こ
と
は
、
哲
学
を
過
去
の
思
索
様
式
と
看
做
し
、
克
服
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
五
五

年
の
講
演
に
基
づ
く
著
作
『
哲
学
と
は
何
か
（W

as ist das- die Philosophie?

）』（
以
下
『
哲
学
』
と
略
記
）
に
お
い
て
は
、
哲
学
が

必
ず
し
も
否
定
的
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
『
思
索
の
課
題
』
講
演
で
「
哲
学
の
終
わ
り
」
が
語
ら
れ
る
の

は
確
か
だ
が
、「
終
わ
り
」
に
達
す
る
「
哲
学
」
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
「
哲
学
」
と
い
う
名
称
を
「
終

わ
り
」
と
結
び
つ
け
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

ま
た
「
哲
学
」
と
い
う
名
称
が
こ
と
さ
ら
に
問
題
に
な
る
事
情
に
目
を
向
け
る
な
ら
、『
哲
学
』
講
演
も
『
思
索
の
課
題
』
講
演
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も『
書
簡
』も
サ
ル
ト
ル
の『
実
在
主
義
は
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
に
関
す
る
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
フ
レ
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
た
も
の
だ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
四
六
年
に
ボ
ー

「
哲
学
の
終
わ
り
」
に
臨
む
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索

相
　
楽
　
　
　
勉
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フ
レ
の
訪
問
を
受
け
た
こ
と
が
機
縁
と
な
り
、
一
九
五
五
年
に
「
哲
学
」
講
演
の
た
め
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
を
訪
れ
、
そ
の
途
中
の
パ

リ
に
も
滞
在
し
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
と
会
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
と
翌
々
年
に
は
エ
ク
サ
ン
│

プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
を
訪
ね
て
「
ヘ
ー
ゲ

ル
と
ギ
リ
シ
ア
人
」
と
題
す
る
講
演
を
行
い
、最
晩
年
の
一
九
六
六
年
か
ら
三
回
も
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
ル
・
ト
ー
ル
で
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
行
っ

た（
（
（

。

　

こ
れ
ら
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
た
ち
と
の
交
流
は
ボ
ー
フ
レ
に
よ
っ
て
隅
々
も
た
ら
さ
れ
た
交
流
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

自
身
が
戦
前
の
時
期
か
ら
フ
ラ
ン
ス
と
の
思
想
的
対
話
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
そ
の
背
景
に
は
あ
っ
た
（G

A
15, 409f.

）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
た
ち
と
の
交
流
に
際
し
て
「
哲
学
」
と
い
う
古
代
以
来
の
共
有
伝
統
に
訴
え
る
の
は
意
外
で
は
な

い
だ
ろ
う
。『
哲
学
』
講
演
は
ま
さ
に
知
的
課
題
の
共
有
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
の
部
分
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
後
の
本
来
の
課
題
へ
の
導
入
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
一
九
六
四
年
講
演
が
示
す
の
は
、ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
哲
学
」
は
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
と
の
対
話
に
際
し
て
の
み
問
題
に
な
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。「
哲
学
の
終
わ
り
」
後

の
「
思
索
の
課
題
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
哲
学
」
と
の
関
わ
り
か
ら
し
か
生
じ
得
な
い
。「
哲
学
」
に
お
い
て
思
索
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
、「
哲
学
」
の
内
に
し
か
示
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
「
哲
学
」
と
「
思
索
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
こ
と

を
辿
り
、「
将
来
の
思
索
」
に
お
い
て
こ
の
両
者
が
持
つ
関
わ
り
を
考
え
た
い
。

　

ま
ず
一
九
五
五
年
講
演
に
基
づ
く
『
哲
学
と
は
何
か
』（G

A
11

）
に
お
け
る
「
哲
学
」
に
関
す
る
発
言
、
次
に
「
思
索
」
に
関
す
る
同

時
期
の
講
義
『
思
索
と
は
何
を
意
味
す
る
か
』（G

A
8

）
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
意
義
づ
け
を
順
次
考
察
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
最
晩

年
一
九
六
四
年
の
講
演
『
哲
学
の
終
わ
り
と
思
索
の
課
題
』（G

A
14

）
に
お
け
る
「
哲
学
」
と
「
思
索
」
両
者
の
関
係
を
改
め
て
考
え
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一　
「
知
恵
」
に
応
じ
て
語
る
こ
と
と
「
哲
学
」

　

序
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、『
書
簡
』
以
来
自
ら
の
思
索
を
「
も
は
や
哲
学
で
は
な
い
」
と
語
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
哲
学
」
を
テ
ー
マ
と
し

た
講
演
を
行
っ
た
の
は
、
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
た
ち
と
の
対
話
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

考
え
る
な
ら
、
こ
こ
で
「
哲
学
」
に
関
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
が
、
同
時
期
の
講
義
で
「
思
索
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
と
重
な
る
部
分

を
持
つ
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
だ
が
こ
の
講
演
題
名
を
、
状
況
に
応
じ
た
言
葉
の
使
い
分
け
と
の
み
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
こ
こ
で
自
身
が
ド
イ
ツ
語
で
考
え
て
き
た
事
柄
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
思
索
と
の
関
連
の
内
で
見
直
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と

も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
自
ら
の
思
索
の
道
筋
を
フ
ラ
ン
ス
、
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
思
索
諸
形

態
と
対
話
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
自
ら
の
思
索
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
対
話
に
導
く
と
い
う
講
演
の
意
図
に
留
意

し
つ
つ
、
講
演
で
触
れ
ら
れ
た
論
点
の
幾
つ
か
に
触
れ
て
み
よ
う
。

　

冒
頭
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
「
哲
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
そ
れ
「
に
つ
い
て
（über

）」
外
か
ら
問
う
の
で
は
な
く
「
哲
学
へ
入
り

込
む
」
対
話
を
行
う
も
の
と
し
て
設
定
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
哲
学
は
「
情
動
、
情
緒
、
感
情
の
事
柄
」
に
な
り
は
し
な
い

か
と
い
う
疑
義
に
も
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
哲
学
は
「
ラ
チ
オ
（ratio

）
の
事
柄
」
な
の
だ
か
ら
、
客
観
的
に
解
明

す
べ
き
で
あ
っ
て
心
情
に
「
入
り
込
む
」
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
こ
そ
が
「
哲
学
と

は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
性
急
す
ぎ
る
答
え
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
ラ
チ
オ
、
理
性
」
と
は
何
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
に
対
す
る
支

配
と
い
う
こ
と
も
さ
ら
に
問
わ
れ
う
る
と
言
う
の
で
あ
る
（G

A
11,8

）。

　

こ
の
冒
頭
か
ら
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
問
い
の
展
開
が
見
て
取
ら
れ
る
。「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
ま
さ
に
ラ
チ
オ
の

問
い
と
考
え
て
し
ま
う
そ
の
理
由
が
実
は
本
当
の
問
題
だ
と
い
う
示
唆
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
発
想
の
歴
史
的
原
点
が
問
わ
れ
ざ
る
を
得
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な
い
と
い
う
問
い
の
道
筋
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

か
く
し
て
講
演
は
、ラ
チ
オ
の
事
柄
と
さ
れ
る
哲
学
の
始
ま
り
を
め
ぐ
る
対
話
の
喚
起
に
向
か
う
。ま
ず
は
ギ
リ
シ
ア
語
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

ア
が「
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
実
存
を
規
定
す
る
も
の
」で
あ
り
、「
西
欧
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
歴
史
の
最
も
内
的
な
根
本
趨
勢
」の
規
定
に
関
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
の
省
察
に
進
む
（G

A
11,9

）。
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
と
は
、
あ
る
も
の
に
か
ん
し
て
「
そ
れ
は
何
か
」
と
問
い
、
さ
ら

に
そ
の
「
何
」
が
「
い
か
な
る
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
ま
で
も
問
う
よ
う
な
思
索
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は

そ
の
一
つ
の
答
え
で
あ
り
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
様
々
な
解
答
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
あ
る
も
の
が
何
か
」

を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
哲
学
の
問
い
は
「
歴
史
的
な
由
来
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
将
来
へ
の
一
つ
の
方
向
性
を
見
出
し
て
し
ま
っ

て
い
る
」（G

A
1,12

）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

　

こ
の
「
歴
史
的
将
来
へ
の
方
向
性
」
と
は
、「
あ
る
も
の
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
始
ま
り
に
「
哲
学
」
そ
れ
自
身
と
は
何
か
を
問

う
必
然
性
も
含
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
循
環
的
問
い
を
自
覚
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
方
向
性
で
も
あ
る
。
講
演
冒
頭
に
言
わ
れ
た
「
哲
学

に
入
り
込
む
」
と
は
、
そ
う
い
う
循
環
的
事
態
へ
の
参
入
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
の
原
点
は
「
知
恵
を
好
む
（φιλóσοφος

）」
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
が
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、彼
に
と
っ
て
「
知
恵
を
好
む
人
（ἀνήρ φιλóσοφος

）」
と
は
後
世
の
「《
哲
学
的
》
な
人
間
」
と
は
全
く
違
っ

た
こ
と
を
意
味
し
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
（G

A
11,14

）。
彼
に
と
っ
て
「
知
恵
（σοφóν

）」
が
あ
る
と
は
、「
知
恵
に
応
じ
て
語
る

（ὁμολογείν

）」
と
い
う
こ
と
、即
ち
「
一
に
し
て
全
（Ἕ

Έ
ν Π

άντα
）」
と
い
う
知
恵
に
同
調
し
応
答
す
る
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。「
全
（
パ

ン
タ
）」
と
は
「
あ
る
も
の
の
す
べ
て
」、「
一
（
ヘ
ン
）」
は
「
一
者
（das Eine
）」、「
す
べ
て
を
統
一
す
る
も
の
（alles Einigende

）」、従
っ

て
「
一
に
し
て
全
（
ヘ
ン
・
パ
ン
タ
）」
は
「
あ
る
も
の
す
べ
て
は
〈
あ
る
（Sein
）〉
に
お
い
て
あ
る
」（ibid.

）。「
ヘ
ン
」
は
あ
る
も

の
全
体
を
「
集
約
す
る
」
限
り
「
ロ
ゴ
ス
（λόγος

）」
で
も
あ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
と
っ
て
「
知
恵
を
好
む
」
と
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は
「
あ
る
も
の
す
べ
て
」
を
統
一
す
る
知
恵
の
集
約
で
あ
る
「
ロ
ゴ
ス
」
に
応
じ
て
語
る
営
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
な
「
知
恵
」
へ
の
態
度
と
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
と
は
区
別
さ
れ
る
と

言
う
。
後
者
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
悟
性
の
攻
撃
に
対
し
て
「
知
恵
（τό σοφόν

）」
を
擁
護
し
積
極
的
に
確
立
す
る
努
力
と
い
う
性
格
を
持

つ
か
ら
だ
（G

A
11,15

）。
そ
う
い
う
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
へ
の
問
い
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
さ
ら
に
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
「
あ
る
も
の
と
は
何
か
（τί τὀ ὄν;

）」
と
い
う
問
い
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
と
言
う
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
形

而
上
学
』
に
お
け
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
の
規
定
に
看
守
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
哲
学
がἐπιστήμη θεω

ρητική

、
即
ち
「
観
察
す
る

（θεω
ρεἶν, ausschauen

）
と
い
う
権
限
（Zuständigkeit

）」
に
お
け
る
知
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
が
存
在
者
の
「
第

一
の
諸
根
拠
と
原
因
に
関
す
る
」
知
で
あ
る
こ
と
だ
と
言
う
（G

A
11,16

）。
そ
れ
ら
の
性
格
が
そ
の
後
二
千
年
の
様
々
な
哲
学
を
貫
い

て
い
る
と
し
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
哲
学
に
関
す
る
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
特
徴
づ
け
」
が
「
哲
学
と
は
何
か
」
に
対
す
る
唯
一

の
答
え
で
は
な
い
と
言
う
。

　

こ
の
著
の
元
と
な
っ
た
講
演
が
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
た
ち
と
の
対
話
の
導
入
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
だ
と
も
言
え
る
が
、
こ
の
著
の

意
図
は
「
哲
学
と
は
何
か
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
答
え
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、「
哲
学
す
る
答
」
へ
の
対
話
を
開
く
こ
と
に
向
け
ら

れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
哲
学
」
の
問
い
が
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
問
題
の
確
認
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
あ
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
一
に
し
て
全
」
に
聴
く
「
ロ
ゴ

ス
」
を
歴
史
学
的
に
受
け
取
る
の
で
は
な
く
「
自
己
の
も
の
と
し
て
」
問
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
し
た
「
哲
学
」
の
路
線
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
哲
学
」
以
前
の
「
知
恵
へ
の
愛
」
な
の
か
。
そ
の
未
決
定
性

を
含
め
た
問
い
が
こ
こ
で
提
起
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、「
哲
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
の
講
演
自
体
が
、ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
知

恵
の
愛
」
と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
へ
応
答
す
る
思
索
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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つ
ま
り
、
こ
の
講
演
の
思
索
が
「
哲
学
」
に
批
判
的
で
あ
ろ
う
と
、「
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
」
と
問
う
限
り
、「
哲
学
」
的
な
思
索
で
あ
る

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
こ
に
「
哲
学
」
と
「
思
索
」
の
か
か
わ
り
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
と
さ
ら
に
「
哲
学
」
と

い
う
名
称
を
避
け
て
「
思
索
」
を
問
う
事
情
も
こ
こ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
最
晩
年
に
ど
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
か
を
考
え
る

前
に
、
こ
の
『
哲
学
』
講
演
に
先
立
つ
講
義
に
基
づ
い
た
著
作
『
思
索
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
』（G

A
8

）
に
お
け
る
「
思
索
」
の
思

索
を
辿
り
た
い
。

二　

思
索
を
命
じ
る
も
の
へ
の
問
い
と
哲
学

　

こ
の
著
作
は
一
九
五
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
な
さ
れ
た
講
義
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
翌
々
年
に
公
刊
さ
れ

た
。
前
節
の
『
哲
学
』
講
演
の
い
わ
ば
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
の
講
義
は
当
然
な
が
ら
ド
イ
ツ
語
で
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

自
身
が
意
義
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
こ
の
講
義
題
名
に
関
わ
る
。

　

ド
イ
ツ
語
タ
イ
ト
ル“W

as heißt D
enken?”
は
講
義
の
最
後
に
到
達
す
べ
き
「
問
い
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
気
づ
く
の
は
「
わ
れ
わ

れ
自
身
が
思
索
す
る
時
」
で
あ
る
と
講
義
冒
頭
で
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
問
い
の
ド
イ
ツ
語
と
し
て
の
多
義
性
に
関
わ
る
か
ら

で
も
あ
る
。
そ
れ
に
気
づ
く
「
思
索
」
を
「
わ
れ
わ
れ
は
未
だ
為
し
得
て
い
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
最
も
熟
思
す
べ
き
こ
と

（D
as B

edenklichste

）」（G
A

8,5

）
な
の
で
あ
る
。
講
義
は
「
思
索
す
る
こ
と
を
学
ぶ
準
備
」
な
の
で
あ
っ
て
（G

A
8,5

）、
そ
れ
が
う
ま

く
い
け
ば“W

as heißt D
enken?”

の
意
味
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
学
ば
れ
る
べ
き
こ
と
が
「
哲
学
」
で
は
な
く
「
思
索
」
な
の
か
。
第
一
部
最
初
の
時
間
に
お
い
て
は
「
哲
学
へ
の
関
心
が
示

さ
れ
る
こ
と
は
、
思
索
へ
の
準
備
が
あ
る
こ
と
を
何
ら
保
証
し
な
い
」（G

A
8,7

）
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
関
心
と
は
当
時
の
世
間
的
な
哲

学
へ
の
関
心
、
お
そ
ら
く
当
時
の
実
存
主
義
な
ど
へ
の
関
心
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
思
索
へ
の
準
備
」
は
そ
の
よ
う
な
当
時
の
哲
学
ブ
ー
ム
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に
抗
し
て
言
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
思
索
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
課
題
は
、
従
来
の
思
索
が
そ
の
内
で
満
た
し
た
と
思

い
、
満
た
し
て
い
た
と
思
う
諸
要
求
が
無
効
に
な
る
よ
う
な
世
界
時
代
（W

eltalter

）
へ
と
向
か
っ
て
い
く
」（G

A
8,163

）
と
言
わ
れ
て

も
い
る
。
こ
の
「
世
界
時
代
」
と
は
「
思
索
」
を
「
諸
科
学
の
有
す
る
知
に
通
じ
な
い
」「
有
効
な
生
活
の
知
恵
を
も
た
ら
さ
な
い
」「
世

界
の
謎
を
解
か
な
い
」「
行
為
の
た
め
の
力
を
与
え
な
い
」
も
の
と
評
価
す
る
時
代
だ
が
、
そ
の
「
思
索
」
は
「
こ
の
世
界
時
代
に
入
っ

て
い
く
過
程
で
回
避
し
が
た
い
も
の
」
で
も
あ
る
と
言
う
（ibid.

）。
こ
の
「
思
索
」
の
無
力
さ
の
評
価
は
、「
従
来
の
思
索
」
と
し
て
の

「
哲
学
」
に
対
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
提
供
で
き
な
い
四
つ
の
課
題
の
解
決
が
科
学
と
科
学
技
術
に
よ
っ
て
な
さ
れ

る
時
代
が
、
こ
こ
で
の
「
世
界
時
代
」
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、「
哲
学
」
の
無
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
時
代
に
向
か
う
「
思
索
の
試
み

と
課
題
」
が
あ
る
と
言
う
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
思
索
は
な
ぜ
「
哲
学
」
と
は
呼
ば
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
講
義
が
め
ざ
す
冒
頭
の
問
い
の
意
味
へ
と
向
か
う
道
筋
を
、
特
に
講
義
の
後
半
で
あ
る
第
二
部
の
内
に
見
て
行
き
た
い
。
講
義

第
二
部
は“W

as heißt D
enken?”

と
い
う
「
問
い
」
を
問
う
「
様
々
な
道
」
を
数
え
上
げ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
第
一
の
道
は
「
思
索
」

と
い
う
語
の
意
味
を
問
う
道
、
第
二
の
道
は
「
思
索
」
に
関
す
る
「
従
来
の
学
説
」
を
問
う
道
、
第
三
の
道
は
「
思
索
」
の
本
質
に
従
っ

た
遂
行
に
何
が
属
す
る
か
を
問
う
道
、
第
四
の
道
は
「
何
が
思
索
を
命
じ
る
か
」
を
問
う
道
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
問
い
の
道
は
、
ド
イ

ツ
語H

eißen

の
意
味
を「
命
じ
る
」「
申
し
付
け
る
」と
解
す
る
場
合
に
お
け
る“W

as heißt D
enken?”

の
意
味
で
あ
る
。U

ns

を
補
っ
て「
何

が
わ
れ
わ
れ
に
思
索
を
命
じ
る
か
」
と
読
む
場
合
の
こ
の
問
い
こ
そ
が
「
基
準
決
定
的
な
問
い
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

第
二
部
全
体
を
概
観
す
る
な
ら
、
第
一
の
道
か
ら
始
ま
っ
て
第
四
に
到
達
す
る
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
四
つ
の
問
が
重
な

る
四
重
の
道
と
し
て
の“W

as heißt D
enken?”

と
い
う
「
問
い
」
は
「
ほ
と
ん
ど
見
渡
し
得
な
い
遠
大
な
道
の
発
端
に
立
っ
て
い
る
」

（G
A

8,162

）
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
第
二
部
の
論
旨
を
辿
る
。
ま
ず
「
思
索
（D

enken

）
は
詩
作
し
は
し
な
い
が
、
言
葉
を
根
源
的
に
言
う
こ
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と
（Sagen

）
で
あ
り
話
す
こ
と
（Sprechen

）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、詩
作
の
近
隣
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」（G

A
8,140

）
と
言
わ
れ
る
。

第
一
の
道
で
あ
る
ド
イ
ツ
語D

enken

の
意
味
へ
の
問
い
は
こ
の
脈
絡
に
お
い
て
問
わ
れ
る
。D

enken

が
ど
の
よ
う
な
「
言
う
」
こ
と
な

の
か
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
際
ハ
イ
デ
ガ
ー
はD

enken

に
関
連
す
る
「
諸
語
の
意
義
史
」
か
ら
何
ら
か
の
「
示
唆
（W

ink

）」
を
得
よ
う

と
す
る
（G

A
8,42

）。
そ
こ
で
「
考
え
ら
れ
た
こ
と
（G

edachtes

）」「
思
想
（G

edanke

）」「
感
謝
（D

ank

）」
な
どD

enken

の
関
連
諸

語
の
内
で
「
基
準
と
な
る
根
源
的
な
意
味
を
示
す
語
」
は
中
高
ド
イ
ツ
語
のG

edanc

だ
と
い
う
「
指
摘
」
に
注
目
す
る
（G

A
8,143

）。

こ
の
語
は
「
論
理
的
合
理
的
な
表
象
」
と
い
う
「
思
想
（G
edanke

）」
の
今
日
的
意
義
を
持
た
ず
、「
す
べ
て
を
取
り
ま
と
め
る
思
い

（G
edenken

）」
あ
る
い
は
「
心
情
（G

em
üt

）」「
心
（H
erz

）」
を
意
味
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
「
敬
虔
な
心
持
ち
（A

n-dacht

）」

と
し
て
の
「
記
憶
（G

edächtnis
）」
も
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
（G

A
8,143f.

）。

　

こ
の
よ
う
な
語
源
的
考
察
の
意
図
は
、D

enken

が
合
理
的
な
所
作
で
あ
る
面
と
は
別
に
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
「
気
が
か
り

A
nliegen

」
を
負
う
と
い
う
経
験
で
も
あ
る
こ
と
へ
の
着
目
で
あ
ろ
う
（G

A
8,145

）。
だ
が
こ
の
よ
う
なD

enken

の
意
義
史
を
手
が
か
り

と
し
た
本
質
洞
察
の
限
界
が
四
時
限
目
に
語
ら
れ
て
、
問
い
は
次
の
局
面
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
（G

A
8,157

）。
た
だ
し
こ
の
ド
イ

ツ
語D

enken

考
察
の
意
義
は
講
義
の
終
盤
に
第
四
の
問
の
道
に
際
し
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
辿
ら
れ
る
の
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
第
二
の
道
で
あ
る
。「
西
洋
に
お
け
る
思
索
の
歴
史
」に
お
い
て
思
索
に
関
す
る
学
説
は「
論
理
学
」

と
呼
ば
れ
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
思
索
は
「
ロ
ゴ
ス
の
レ
ゲ
イ
ン
（λέγειν

）」（G
A

8,165

）、
す
な
わ
ち
「
何
か
に
つ
い
て
何
か
を
言
明
す

る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
う
。
こ
の
理
解
が
今
日
に
至
る
ま
で
の
西
洋
に
お
け
る
思
索
を
貫
い
て
お
り
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
「
テ
ィ
・
エ
ス
テ
ィ
ン
（τί ἐστιν

）」
と
「
ホ
テ
ィ
・
エ
ス
テ
ィ
ン
（ὅτι ἔστιν

）」
の
区
別
、
ま
た
中
世
に

お
け
るessentia

とexistentia

の
区
別
の
根
拠
で
あ
り
、
現
代
の
論
理
計
算
の
根
拠
で
も
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
（G

A
8,165f.

）。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
思
索
」
理
解
の
歴
史
的
発
端
を
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
片
六
の
解
釈
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
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こ
れ
ま
で
と
は
別
の
「
道
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
問
題
に
な
る
の
は
「
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
言
う
こ
と
と
思
索
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
」
と
い
う
そ
の
「
翻
訳
」
で
あ
り
、
こ
の
翻
訳
を
解
体
し
て
新
た
な
翻
訳
を
試
み
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
思
索
」
へ
の

問
い
と
な
る
。

　

こ
の
断
片
六
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
最
初
に
問
う
の
は
「
通
常
の
翻
訳
」、
即
ち
ド
イ
ツ
語
訳
だ
と“N

ötig ist zu sagen und zu 

denken, daß das Seiende ist”

（G
A

8,171

）
に
お
け
る
「
必
要
（nötig

）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
も
通
常
の
理
解
に
よ
る
な
ら
、「
ロ

ゴ
ス
」
の
教
説
と
し
て
の
「
論
理
学
」
の
「
必
要
」
と
関
わ
る
。
そ
れ
は
「
あ
る
も
の
が
あ
る
」
こ
と
を
「
言
い
か
つ
考
え
る
」
自
明
性

に
迫
ら
れ
た
「
必
要
」
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
伝
統
的
解
釈
自
体
が
あ
る
特
定
の
「
思
索
」
理
解
、
即
ち
ロ
ゴ
ス
の
レ
ゲ
イ
ン
と

し
て
の
「
論
理
学
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
見
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
解
釈
を
提
案
す
る
。
断
片
六
の
語
群
を
「
必
要
：
言
う
こ
と
と
思

索
す
る
こ
と
も
、
あ
る
も
の
：
あ
る
こ
と
」
と
「
並
列
的
に
語
り
か
つ
聴
く
」（G

A
8,189

）
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
「
必
要
」

と
訳
さ
れ
たχρὴ

を
「（
そ
れ
は
）
用
い
るEs brauchtet

」（
（
（

と
「
翻
訳
」
す
る
（G

A
8,191

）。
そ
れ
はχρὴ

が
属
す
動
詞χράω

やχράομαι

の

内
にή χείρ

（
手
）
と
い
う
語
が
存
し
、
手
中
に
す
る
（handhaben

）、
確
保
す
る
（behalten

）、
そ
こ
か
ら
「
私
は
用
い
る
（ich 

brauche

）」
と
解
し
う
る
か
ら
だ
が
（ibid.190

）、
さ
ら
に
「
本
来
的
な
用
い
る
こ
と
」
は
単
な
る
「
利
用
」
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
手

を
尽
く
す
」、
つ
ま
り
「
用
い
ら
れ
る
も
の
に
適
合
な
い
し
呼
応
」
し
て
そ
れ
を
「
そ
の
本
質
の
う
ち
に
収
め
る
（einlassen

）」
こ
と
を

意
味
す
る
と
言
う
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
がχρὴ

をEs ist nötig
で
は
な
くEs brauchtet

と
解
す
る
意
図
は
「
あ
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う

強
意
の
論
理
的
限
定
よ
り
も
、
問
わ
れ
る
事
柄
を
「
そ
れ
が
何
で
あ
り
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
へ
解
き
放
つ
こ
と
（A

blassen

）」

に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
用
い
る
」
か
ら
次
の
「
レ
ゲ
イ
ン
」
と
「
ノ
エ
イ
ン
（νοέιν
）」
を
見
直
す
な
ら
、
通
常
の
ロ
ゴ
ス
理
解
か
ら
さ
ら
に

離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
レ
ゲ
イ
ン
」
が
「
言
う
（sagen

）」
な
い
し
「
語
る
（sprechen

）」
を
「
必
ず
し
も
」
意
味
せ
ず
、
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根
本
に
お
い
て
は
ラ
テ
ン
語legere

（
取
り
集
め
る
）、ド
イ
ツ
語legen

（
置
く
）
と
同
じ
語
で
あ
る
と
言
う
（G

A
8,201

）。
も
ち
ろ
ん
「
語

る
こ
と
」
の
本
質
が
「
取
り
集
め
」「
置
く
」
に
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
た
だ
「
語
ら
れ
る
」
場
合
に
断
片
七
が
い
う
「
虚
ろ
な
目
と
ど

よ
め
く
耳
と
舌
を
楽
し
ま
せ
る
道
」（G

A
8,202

）
も
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
真
正
な
語
り
の
本
質
を
「
取
り
集
め
置
き
」
か
ら
考
え
る

解
釈
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
「
置
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
置
か
れ
た
も
の
」
は
二
義
的
だ
と
言
わ
れ
る
（G

A
8,294

）。「
置
く
」
は
何
か
を
「
前
に
横
た
わ

ら
せ
る
（zum

 Liegen bringen

）」
が
、
そ
れ
は
す
で
に
「
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
」
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
置
く
」
こ
と
に
な

る
（ibid.

）。
レ
ゲ
イ
ン
は
「
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
」
に
呼
応
し
て
語
り
（entsprechen

）、「
あ
る
」
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
人

間
に
と
っ
て
の
世
界
を
開
く
が
、
そ
の
際
「
横
た
わ
る
も
の
」
自
体
が
「
そ
れ
は
あ
る
（es ist

）
と
無
言
で
語
る
」（G

A
8,210

）、
す
な

わ
ち
「
あ
る
」
は
そ
の
「
横
た
わ
る
も
の
」
に
帰
属
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
「
ロ
ゴ
ス
」
解
釈
に
よ
っ
て
、「
ノ
エ
イ
ン
」

に
対
す
る
「
レ
ゲ
イ
ン
」
の
先
行
性
も
主
張
す
る
。「
ノ
エ
イ
ン
」
の
方
は
、「
何
か
を
心
に
か
け
る
思
案
（Sinnen

）」
を
意
味
す
る
「
ノ
ー

ス
（νόοϛ

）」
と
「
ヌ
ー
ス
（νούϛ

）」
と
の
語
彙
的
関
連
に
着
目
す
る
と
、「
注
視
す
る
・
気
に
か
け
る
（in die A

cht nehm
en

）」
と
「
翻

訳
」
で
き
る
と
言
う
（ibid.

）。「
注
視
す
る
」
た
め
に
は
、
す
で
に
何
か
が
「
前
に
置
か
れ
る
」
こ
と
が
先
行
す
る
の
だ
が
、
二
段
階
と

し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
相
互
に
関
わ
り
あ
う
「
接
合
構
造
（G

efüge

）」（G
A

8,212

）
を
成
す
と
理
解
す
べ
き
だ
と
言
う
。

　

こ
の
よ
う
な
「
レ
ゲ
イ
ン
」
と
「
ノ
エ
イ
ン
」
の
理
解
は
「
概
念
」
を
思
索
の
本
質
と
す
る
理
解
を
避
け
る
意
図
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
含
め
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
索
者
た
ち
は
「
概
念
な
し
に
思
索
す
る
」（G

A
8,215

）。「
概
念
な
し
に
」
と
は
「
問
い

に
値
す
る
も
の
へ
の
道
に
留
ま
っ
て
」「
一
つ
の
決
定
さ
れ
た
答
を
偽
造
」
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
前
に
横
た
わ
ら
せ
る
」
こ
と
は
、
必

ず
し
も
「
概
念
」
を
形
成
す
る
こ
と
で
は
な
い
。「
概
念
」
の
把
握
は
主
観
の
表
象
作
用
か
ら
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
レ
ゲ

イ
ン
と
ノ
エ
イ
ン
の
関
係
は
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
レ
ゲ
イ
ン
が
「
横
た
わ
ら
せ
る
」
も
の
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
す
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な
わ
ち
、
断
片
六
の
最
後
に
言
わ
れ
た
「
エ
オ
ン
・
エ
ン
メ
ナ
イ
（ἐòν ἔμμεναι

）」
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
挙
げ
る
従
来
の
訳

で
は
「
あ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
（daß das Seiende ist

）」（G
A

8,182

）
だ
っ
た
が
、
こ
の
で
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
新
た
な
翻
訳
を
考
え
る

（G
A

8,223
）。

　

ま
ず
冠
詞
な
し
の
「
エ
オ
ン
」
が
名
詞
的
意
義
と
動
詞
的
意
義
を
併
せ
持
つ
「
分
詞
（Partizipien

）」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
（G

A
8, 

224

）。
そ
の
二
義
性
は
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
二
重
襞
的
（zw
iefältig

）
な
も
の
」（G

A
8,224

）
へ
の
関
係
か
ら
成
り
立
つ
と
言
う
。

し
か
も
こ
の
「
エ
オ
ン
」
は
「
あ
る
」
に
関
す
る
事
態
だ
か
ら
、「
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
他
の
分
詞
を
自
ら
に
集
約
す
る
分
詞
」（G

A
8,225

）

つ
ま
り
分
詞
的
事
態
そ
の
も
の
の
名
称
だ
と
言
う
。
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
「
二
重
襞
（Zw

iefalt

）」
こ
そ
が
プ
ラ
ト
ン
の
言
う
「
分

有
（μἑθεξιϛ

）」
の
根
本
を
成
す
と
も
言
う
。
即
ち
分
詞
を
意
味
す
る
ラ
テ
ン
語participium

の
原
語
は
ギ
リ
シ
ア
語μετοχή

で
あ
り
、
イ

デ
ア
を
「
分
有
す
る
（μετέχειν

）」
こ
と
は
「
あ
る
も
の
」
が
含
む
二
重
襞
（Zw

iefalt

）
を
前
提
す
る
と
言
う
（G

A
8,226

）。
プ
ラ
ト

ン
に
と
っ
て
単
に
「
あ
る
も
の
」
か
ら
イ
デ
ア
と
し
て
の
「
あ
る
」
に
超
越
す
る
こ
と
が
問
題
だ
っ
た
が
、そ
の
出
発
点
は
分
詞
的
な
「
あ

る
も
の
」
だ
っ
た
。
レ
ゲ
イ
ン
が
前
に
「
置
く
」
エ
オ
ン
が
「
置
く
」
以
前
に
「
横
た
わ
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
が
「
自
ず
と
出
現
す
る
も

の
（Φ

ύσιϛ

）」
と
呼
ば
れ
る
な
ら
、
そ
の
「
あ
る
」
に
向
か
っ
て
行
く
思
索
は
「
形
而
上
学
（M

etaphysik

）」（G
A

8,227

）
と
な
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の
「
エ
オ
ン
」
と
後
続
の
不
定
詞
「
エ
ン
メ
ナ
イ
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
「
エ
ン
メ
ナ

イ
」
を
「
エ
オ
ン
」
と
言
い
換
え
る
例
を
示
し
、「
エ
オ
ン
・
エ
オ
ン
」
と
い
う
同
語
反
復
表
現
も
あ
り
う
る
と
言
う
。
要
す
る
に
「
エ

オ
ン
・
エ
ン
メ
ナ
イ
」
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
「
あ
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
存
在
規
定
に
は
収
ま
ら
な
い
事
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

面
し
受
け
と
め
る
こ
と
が
原
初
の
「
思
索
」
だ
っ
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
「
あ
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う

経
験
と
ど
う
違
う
の
か
。
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そ
の
こ
と
は“W

as heißt D
enken?”

と
い
う
題
名
が
示
す
第
四
の
道
「
何
が
わ
れ
わ
れ
に
思
索
を
命
じ
る
の
か
（W

as heißt uns 

D
enken?

）」
に
至
っ
て
示
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
翻
訳
を
介
し
て
、
こ
の
思
索
を
命
じ
る
「
何
（W

as

）」
を
「
エ

オ
ン
・
エ
ン
メ
ナ
イ
」（
あ
る
も
の
・
あ
る
）
と
解
き
、
さ
ら
に
そ
の
事
態
をA

nw
esen

（
現
前
）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
。

こ
の
語
は
周
知
の
通
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
三
〇
年
代
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
存
在
理
解
に
お
い
て
「
ウ
ー
シ
ア
（οὐσία

）」

の
意
味
を「
恒
常
的
現
前
性（B

eständige A
nw

esenheit

）」と
解
釈
し
た
際
に
用
い
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
際
に
は
、
こ
の
解
釈
が
存
在
忘
却
の
歴
史
と
し
て
の
形
而
上
学
の
発
端
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
た
が
（G

A
31,

§8,~10

）、
今
や
改
め
て

「
現
前
（A

nw
esen

）」
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
あ
る
」
の
意
義
と
し
て
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
「
わ
れ
わ
れ
に
現
在
す
る

も
の
（uns G

egenw
ärtiges

）」
と
し
て
の
「
現
在
（G

egenw
art

）」（G
A

8,237

）
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、「
形
而
上
学
」
の
根

本
趨
勢
を
示
す
存
在
理
解
と
し
て
言
わ
れ
たA
nw

esen

は
、
今
や
そ
れ
と
は
別
の
思
索
の
道
を
も
示
す
語
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
エ
イ
ナ
イ
と
エ
オ
ン
を
現
│

前
（an-w

esen
）
と
訳
す
」
理
由
と
さ
れ
る
の
は
、「
エ
イ
ナ
イ
に
は
パ
レ
イ
ナ
イ
（παρἐῖναι

）
と
ア
ペ

イ
ナ
イ
（απἐῖναι

）
が
常
に
共
に
思
索
さ
れ
ま
た
言
わ
れ
も
す
る
。
パ
ラ
は
こ
ち
ら
へ
（herbei

）、
ア
ポ
は
あ
ち
ら
へ
（hinw

eg

）
を
意

味
す
る
か
ら
」（G

A
8,240

）
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
現
│

前
す
る
」
こ
と
は
今
や
「
不
│

在
（ab-w

esen

）
と
の
抗
争
に
お
い
て
」（ibid.

）

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、A

nw
esen

の
前
綴
りan

にauf

及
びin
の
意
、
す
な
わ
ち
「
現
」
の
出
現
と
、
そ
の
「
現
前
す
る
も
の
」
へ
の
侵

入
の
両
義
が
顧
み
ら
れ
る
。
他
方
、Anw

esen

のw
esen

の
方
は
古
高
ド
イ
ツ
語w

esan

と
関
係
づ
け
ら
れ
、「
存
続
す
る
、留
ま
る（w

ähren

）」

（ibid.

）
意
が
汲
み
取
ら
れ
る
。
つ
ま
りA

nw
esen

は
「
隠
れ
の
な
さ
か
ら
立
ち
昇
り
、
隠
れ
な
い
も
の
（das U

nverborgene

）
と
な
る
」

こ
と
だ
が
、
そ
の
「
隠
れ
の
な
さ
（U

nverborgenheit

）」
自
体
は
「
隠
れ
た
ま
ま
留
ま
る
（verborgen bleiben

）」（ibid.

）
と
言
う
。

　

ロ
ゴ
ス
の
レ
ゲ
イ
ン
は
「
隠
れ
な
い
も
の
」
を
「
あ
る
」
と
規
定
す
る
が
、そ
れ
は
「
既
に
横
た
わ
る
も
の
」
と
し
て
無
言
で
「
あ
る
」

と
言
い
、ノ
エ
イ
ン
は
そ
の
両
者
に
注
視
す
る
。
講
義
の
最
後
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
片
三
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、そ
の
事
態
を
「
隠
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れ
の
な
さ
」
に
結
び
付
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
通
常
「
と
い
う
の
も
、
思
索
と
存
在
は
同
一
だ
か
ら
」
と
訳
さ
れ
る“τὸ ϒ

ὰρ αὐτὸ νοει̑ν 

ὲστἱν τε καἰ εἶναι”

の「
同
一（τὸ αὺτὸ

）」が「
一
様（einerlei

）」で
も「
等
し
い（gleich

）」で
も
な
く「
相
依
相
属（zusam

m
engehören

）」

と
解
さ
れ
る
。「
注
目
す
る
こ
と
」
と
し
て
の
「
ノ
エ
イ
ン
」
と
「
現
前
」
と
し
て
の
「
エ
イ
ナ
イ
」
が
相
依
相
属
す
る
と
い
う
の
が
断

片
三
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
な
の
だ
が
（G

A
8,245

）、
で
は
「
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
ん
な
仕
方
で
ノ
エ
イ
ン
が
エ
イ
ナ
イ
と
相
依

相
属
す
る
の
か
」（ibid.
）、
そ
し
て
「
エ
オ
ン
・
エ
ン
メ
ナ
イ
が
な
ぜ
ど
ん
な
仕
方
で
思
索
を
命
じ
る
か
」
は
「
暗
い
ま
ま
に
留
ま
る
」

（G
A

8,246

）
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
に
第
四
の
道
で
あ
る
「
何
が
（
わ
れ
わ
れ
に
）
思
索
を
命
じ
る
の
か
」
と
い
う
「
問

い
」
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
講
義
の
目
指
し
た
所
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
哲
学
」
と
い
う
思
索
に
一
貫
す
る
も
の
が
開
示
さ
れ
る
。「
哲
学
」
を
命
じ
た
「
何
」
は
暗
い
ま
ま
だ
が
、

少
な
く
と
も
「
現
前
」
と
し
て
の
存
在
と
の
相
依
相
属
関
係
か
ら
、「
論
理
学
」
の
ロ
ゴ
ス
も
、
カ
ン
ト
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断

の
最
高
原
則
」
も
解
釈
さ
れ
う
る
。
即
ち
「
経
験
一
般
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
は
、
同
時
に
経
験
の
諸
対
象
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
ト
・
ア
ウ
ト
ー
」
の
近
代
的
解
釈
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
発
端
に
遡
る
こ
と
を
含
む
「
思
索
」
の
思
索
が
中
高
ド
イ
ツ
語G

edanc

と
関
連
す
る
「
記
憶
（G

edächtnis

）」

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
哲
学
」
を
そ
の
発
端
の
「
暗
が
り
」
に
直
面
さ
せ
る
思
索
と
し
て
、「
哲
学
」
を
問
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

三　

哲
学
と
思
索
の
相
依
相
属

　

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
「
思
索
」
と
「
哲
学
」
の
関
係
が
最
晩
年
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
を
、
一
九
六
四
年
講
演
『
哲
学
の
終
わ
り

と
思
索
の
課
題
』
に
即
し
て
見
て
行
き
た
い
。
こ
の
講
演
も
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
出
版
物
（『
生
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け
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』）
に
収
載
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
初
出
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
他
者
の
言

語
で
読
ま
れ
る
こ
と
が
前
提
で
書
か
れ
た
。
そ
の
こ
と
も
含
め
、
講
演
の
最
終
的
意
図
を
考
え
て
み
た
い
。

　

講
演
題
名
は
、「
哲
学
」
と
い
う
知
が
総
括
さ
れ
て
、
哲
学
と
は
異
な
る
知
的
営
為
へ
の
移
行
が
提
案
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
。

だ
が
「
哲
学
の
終
わ
り
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
哲
学
の
完
成
」
同
様
、「
哲
学
」
が
な
さ
れ
な
く
な
る
時
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
哲
学
」

の
知
的
本
質
が
露
呈
す
る
事
態
を
指
す
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
「
思
索
」
と
い
う
言
葉
が
再
び
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

こ
の
両
者
の
関
係
を
考
え
た
い
。

　

ま
ず
「
哲
学
」
は
「
全
体
と
し
て
の
あ
る
も
の
（das Seiende im

 G
anzen

）
を
、
そ
の
「
あ
る
（Sein

）」
に
注
視
し
て
思
索
す
る
」

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
あ
る
」
が
「
哲
学
の
開
始
以
来
、
そ
し
て
開
始
と
共
に
、
根
拠
（ἀρχἠ, αἲτιον, Prinzip

）
と
し
て
示
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
「〈
あ
る
〉
は
、
根
拠
と
し
て
、
あ
る
も
の
を
そ
の
都
度
の
現
前
（A

nw
esen

）
へ
と
も
た
ら
す
」
と
言
う
（G

A
14,69

）。
こ

れ
は
す
で
に
『
哲
学
』
講
演
に
お
い
て
「
あ
る
も
の
と
は
何
か
（τί τό ὂν

）」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
問
い
に
お
け
る
第
二
の
特
徴

と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
こ
に
「
思
索
」
講
義
に
お
け
る
「
現
前
」
が
付
加
さ
れ
、「
あ
る
」
の
根
拠
づ
け
性
格
が
「
現
実
的
な

も
の
（W

irkliches

）」
の
「
現
前
性
（A

nw
esenheit

）」
と
い
う
「
刻
印
（G

epräge

）」
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
刻
印
が
思
索
の
「
最

極
端
の
可
能
性
へ
と
集
約
」
さ
れ
る
こ
と
が
「
哲
学
の
終
わ
り
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
（G

A
14,70f.

）。
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
ニ
ー

チ
ェ
や
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
「
形
而
上
学
の
転
倒
」
に
見
、そ
こ
に
「
哲
学
が
開
示
し
た
視
圏
の
内
で
諸
科
学
が
形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
「
決

定
的
趨
勢
」
が
現
れ
る
と
言
う
。
こ
の
趨
勢
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
す
で
に
あ
っ
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
で
注
視
す
る
の
は
記
号

論
理
学
（Logistik

）
を
含
め
た
「
経
験
科
学
」
の
哲
学
か
ら
の
独
立
と
い
う
事
態
で
あ
る
（G

A
14,72

）。
そ
れ
は
彼
が
「
技
術
の
本
質
」

考
察
の
内
で
す
で
に
繰
り
返
し
思
索
し
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、一
つ
新
た
な
考
察
が
付
加
さ
れ
る
。す
な
わ
ち
、「
諸
科
学
が
そ
の
各
々

の
領
域
の
範
疇
を
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
れ
で
も
常
に
あ
る
も
の
の
〈
あ
る
〉
に
つ
い
て
語
る
」
の
で
あ
り
、
そ
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の
限
り
「
哲
学
か
ら
の
由
来
を
拒
絶
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（G

A
14,73

）。
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
各
々
の
科
学
的
探
究

が
自
ら
の
領
分
自
体
を
反
省
せ
ざ
る
を
え
な
い
時
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
「
科
学
│

技
術
的
世
界
と
そ
の
世
界
に
相
応
し
い
社
会
秩
序
の
制

御
可
能
な
設
定
」
自
体
が
問
い
返
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
自
ら
の
「
哲
学
」
か
ら
の
由
来
と
「
哲
学
の
終
わ
り
」
に
か
ん
す
る
何
ら

か
の
気
付
き
が
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
、
最
先
端
の
科
学
研
究
が
研
究
対
象
の
哲
学
的
根
拠
を
問
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
想
定
外
の
自
然
災
害
に
際
し
て
自
ら

の
研
究
の
前
提
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
、
知
的
根
拠
へ
の
問
い
返
し
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
無
視

し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
へ
の
気
づ
き
を
否
定
し
え
な
い
。「
哲
学
の
終
わ
り
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
形
で
否
定
的
に
気
づ

か
れ
る
と
こ
ろ
で
受
容
さ
れ
う
る
概
念
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
「
終
わ
り
」
と
い
う
「
最
後
の
可
能
性
」
に
気
づ
く
こ
と
が
「
あ
る
一
つ
の
最
初
の
可
能
性
」
に
通
じ
る
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。「
哲
学
の
終
わ
り
」
が
「
科
諸
学
の
独
立
」
に
お
い
て
知
的
由
来
が
無
効
化
す
る
可
能
性
と
考
え
る
時
点
で
、
明
ら
か
に
無
効

化
さ
れ
る
も
の
に
気
づ
き
、無
効
化
さ
れ
て
い
い
の
か
と
考
え
る
。あ
る
い
は
科
学
技
術
的
探
究
が
遭
遇
す
る
危
機
が
指
示
す
る
の
は
、「
哲

学
」
的
始
ま
り
と
い
う
原
初
へ
の
問
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
提
起
し
た
「〈
あ
る
〉
の
問
い
（Seinsfrage

）」
は
、
当
時
の
諸
科
学
の
危
機
の
考
察
か

ら
提
起
さ
れ
た
の
だ
っ
た
が
、こ
こ
に
至
っ
て
い
わ
ば
「〈
あ
る
〉
の
問
い
」
自
体
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
る
も
の
」
に
対
し
て
、

そ
の
存
在
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
象
し
算
定
す
る
そ
の
こ
と
の
始
ま
り
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
思
索
』
講
義
と
同

様
に
、〈
あ
る
〉
を
「
現
前
（A

nw
esen

）」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
移
し
替
え
る
。
前
綴
り
のA

n

に
強
拍
を
お
け
ば
、「
そ
れ
は
何
で
あ
る

か
（τί εστιν

）」
あ
る
い
は
「
あ
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
（τί τό ὂν

）」
と
言
わ
れ
た
、
存
在
者
の
本
質
を
規
定
す
る
と
い
う
〈
あ
る
〉

の
強
い
意
味
が
窺
わ
れ
る
。
だ
が
晩
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
強
意
の
〈
あ
る
〉
の
抹
消
可
能
性
を
考
え
た（

（
（

。
そ
れ
を
前
と
同
じ
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A
nw

esen

と
い
う
語
に
聞
き
取
る
。
即
ちA

n

に
到
来
し
そ
こ
か
ら
退
く
も
の
の
滞
留
（w

esen

＝w
ahren

）
を
聴
く
。
だ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
と
っ
てA

nw
esen

は
「
現
前
す
る
」
と
同
時
に
、そ
の
「
現
が
退
く
」
こ
と
を
も
意
味
す
る
。『
思
索
』
講
義
で
は
そ
う
い
う
い
わ
ば
〈
あ

る
〉
の
原
経
験
が
最
後
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
諸
断
片
を
通
し
て
問
わ
れ
た
。

　

こ
の
『
思
索
の
課
題
』
講
演
で
は
、〈
あ
る
〉
の
原
経
験
が
も
う
一
つ
別
の
方
向
か
ら
語
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
方
法
」

の
前
提
と
い
う
方
向
か
ら
で
あ
る
。
両
者
と
も
「
哲
学
」
が
扱
う
べ
き
問
題
に
か
か
わ
る
不
適
切
な
態
度
の
遮
断
を
「
事
象
そ
の
も
の
へ

（zur Sache selbst

）」
と
表
現
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
「
序
文
」
に
お
い
て
哲
学
が
従
う
べ
き
「
事
象
そ
の
も
の
」
は
『
論

理
学
』
を
示
唆
す
る
。「
論
理
」
と
は
「
哲
学
の
目
的
に
つ
い
て
の
語
り
」
で
も
「
成
果
に
関
す
る
単
な
る
報
告
」
で
も
な
く
、
主
題
と

方
法
が
一
体
で
あ
る
よ
う
な
「
叙
│

述
（D

ar-stellung

）」（
＝
論
理
的
叙
述
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
哲
学
の
問
う
べ
き
「
事
象
そ
の
も
の
」

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
「
意
識
の
内
に
置
か
れ
たὑποκεἱμενον

（
基
体
）」、
す
な
わ
ち
「
実
体
（Substanz

）」
な
い
し
「
真
に
現

に
あ
る
も
の
（das w

ahrhaft A
nw

esende
）」
を
意
味
す
る
（G

A
14,76

）。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
哲
学
の
「
事
象
」
と
は
「
現
に

あ
る
」
と
し
て
の
「
あ
る
も
の
の
〈
あ
る
〉」
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
「
自
然
主
義
的
心
理
学
」
や
「
歴
史
主
義
」
を
避
け
て
「
事
象

そ
の
も
の
へ
」
向
か
う
が
、
そ
れ
が
「
認
識
の
正
当
な
源
泉
」
で
あ
る
の
は
「
本
源
的
な
与
え
る
直
観
（origenäre gebende Intuition

）」

と
い
う
「
原
理
中
の
原
理
」
に
よ
る
。
そ
れ
が
要
求
す
る
の
は
「
唯
一
絶
対
的
な
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
超
越
論
的
主
観
性
」
で
あ
る

（G
A

14,78

）。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
両
者
の
哲
学
的
企
図
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
方
法
」
に
お
い
て
「
主
観
性
」
と
い
う
同
じ
「
事
象
」
に
向
か
う
点

に
注
目
す
る
。
そ
し
て
「
重
要
な
こ
と
は
、《
問
題
事
象
そ
の
も
の
へ
》
と
い
う
呼
び
か
け
の
内
で
何
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
な
の
か
を
問

う
こ
と
」（G

A
14,79

）
だ
と
言
う
。
弁
証
法
論
理
の
根
拠
も
、「
超
越
論
的
主
観
性
」
の
根
拠
も
そ
れ
以
上
問
わ
れ
な
い
。
そ
れ
自
体
が

根
拠
だ
か
ら
だ
。「
哲
学
の
問
題
事
象
は
、
そ
れ
自
身
か
ら
そ
れ
自
身
に
対
し
て
現
れ
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
必
然
的
に
あ
る
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明
る
さ
の
内
で
（in einer H

elle

）
起
る
」（ibid.

）。
だ
が
こ
の
「
明
る
さ
は
そ
れ
自
身
あ
る
開
け
た
場
所
、
開
か
れ
た
場
所
に
根
差
す
」

（ibid.
）。
そ
の
場
所
が
「
開
け
て
い
る
こ
と
（O

ffenheit

）」
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は“Lichtung”

（
空
け
）
と
呼
ぶ
（G

A
14, 

80
）。
そ
れ
は

「
フ
ラ
ン
ス
語
のclairière

の
直
訳
借
用
語
」
で
あ
り
、
語
尾
はW

aldung

やFeldung

に
準
じ
て
お
り
、
森
の
空
地
（W

aldlichtung

）
を
意

味
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（ibid.

）。

　

主
観
性
の
論
理
や
本
源
的
直
観
が
も
つ
「
あ
る
明
る
さ
」
を
「
空
け
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
見
る
と
い
う
の
は
、「
明
る
さ
」
を

規
定
根
拠
と
し
て
見
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。『
思
索
』
講
義
以
来
問
わ
れ
て
き
た
「
現
前A

nw
esen

」
と
し
て
の
存
在
に
関
し
て
も

同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
れ
は
「
あ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
贈
る
「
現A

n

」
で
あ
る
と
共
に
そ
の
こ
と
の
由
来
の
存
続
で
も
あ
る
。「
現

に
あ
る
も
の
が
経
験
さ
れ
叙
述
さ
れ
る
に
せ
よ
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
現
前
性
は
開
け
た
と
こ
ろ
に
入
り
留
ま
る
こ
と
と
し
て
、
す
で
に
支

配
的
な
空
け
に
付
託
さ
れ
て
い
る
」（ibid.82

）
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
空
け
」
は
〈
あ
る
〉
を
根
拠
と
し
て
、「
明
る
さ
」
か
ら
の
み
規
定
す
る
「
形
而
上
学
」
に
よ
っ
て
は
思
索
さ
れ
な
い
ま
ま
だ
っ

た
と
言
う
。
で
は
ど
こ
に
「
空
け
」
が
思
索
さ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
も
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
そ

の
例
示
と
し
て
断
片
一
の
二
八
行
以
下
が
「
汝
は
す
べ
て
を
経
験
す
べ
し
、
ま
ず
よ
く
円
を
成
す
隠
れ
の
な
さ
の
動
揺
な
き
心
、
ま
た
隠

れ
な
い
も
の
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
死
す
べ
き
も
の
ど
も
の
見
解
を
も
」
と
ド
イ
ツ
語
へ
「
移
し
置
か
れ
」
る
（G

A
14,83

）。

そ
の
要
諦
は
「
隠
れ
の
な
さ
（U

nverborgenheit

）」
と
訳
さ
れ
た
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（Ἀ

λήθεια

）」
が
「
空
け
（Lichtung

）」
に
相
当

す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
否
定
辞
「
ア
」
を
伴
う
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」
は
、「
空
け
」
が
「
明
る
さ
」
を
受
け
入
れ
、「
空
け
」

自
体
は
隠
れ
る
と
い
う
原
初
の
事
態
を
指
す
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
「
エ
ウ
ク
ク
レ
オ
ス
（εὐκυκλέος

）」
は
「
よ
く

円
を
成
す
（gutgerundet

）」
と
訳
さ
れ
、「
そ
れ
に
お
い
て
は
至
る
所
で
元
初
と
終
わ
り
が
同
じ
」
と
解
さ
れ
る
。
明
ら
か
に
、「
哲
学
」

の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
お
い
て
「
隠
れ
の
な
さ
」
と
い
う
同
じ
事
態
に
当
面
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
（G

A
14,83

）。
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そ
し
て「
動
揺
な
き
心（nichtzitterndes H

erz

）」の
方
は
こ
の「
隠
れ
の
な
さ
」を
そ
の「
最
も
固
有
な
点
に
お
い
て
指
す
」と
言
う（ibid.

）。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、『
思
索
』
講
義
で
中
高
ド
イ
ツ
語G

edanc

に
「
心
（H

erz

）」
と
い
う
含
意
を
読
み
取
っ
た
こ
と
が
こ

の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
引
用
と
響
き
あ
う
。「
動
揺
な
き
」
は
「
隠
れ
な
い
も
の
」
を
信
頼
で
き
な
い
臆
見
を
斥
け
た
思
索
の
性
格
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
心
（H

erz

）」
に
は
、『
思
索
』
講
義
時
に
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
解
釈
が
示
さ
れ
る
。「
空
け
」
と
し

て
の
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」
は
「
真
理
」
以
前
の
事
象
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
「
真
理
に
関
す
る
自
然
的
概
念
」
は
「
隠
れ
の
な
さ
」
で
は
な
く
陳
述
の
「
正
し
さ
や
信
頼
性
」
を
指
す
と
い
う
支
配
的
意
見
に
対
し
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
趣
旨
を
「
隠
れ
の
な
さ
」
が
「
直
ち
（sogleich

）」
に
「
オ
ル
ト
テ
ー
ス
（ὀρθὁτης

）」、
す
な
わ
ち
「
表
象
と
言

明
の
正
し
さ
と
し
て
経
験
さ
れ
た
」
と
解
し
、「
真
理
の
本
質
変
動
」
と
い
う
『
真
理
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
教
え
』（G

A
9

）
で
の
自
説

を
撤
回
す
る
（G

A
14,87

）。
そ
れ
は
歴
史
学
的
な
批
判
に
対
応
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
真
理
問
題
を
「
隠
れ
な
さ
」
か
ら
「
命
題
の
正

し
さ
」
に
関
心
が
移
る
歴
史
的
経
過
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
を
断
つ
と
い
う
意
図
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。「
事
象
」
は
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」

そ
の
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」
が
「
隠
れ
の
な
さ
」
と
見
ら
れ
な
い
理
由
も
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
」
に
あ
る
と
い
う
洞
察

な
の
で
あ
る
。

　
「
経
験
さ
れ
思
索
さ
れ
る
の
は
、
空
け
と
し
て
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
授
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
空
け
と
し
て
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
何
で

あ
る
か
で
は
な
い
」（G

A
14,88

）。
そ
の
「
何
」
は
「
隠
さ
れ
た
ま
ま
（verborgen bleiben

）」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア

に
は
レ
ー
テ
ー
が
属
す
が
、
そ
れ
は
付
加
物
と
し
て
で
も
、
光
に
影
が
伴
う
よ
う
に
で
も
な
く
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
心
（H

erz

）
と
し
て

あ
る
」（ibid.

）
か
ら
だ
と
言
う
。

　

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
語
る
「
動
揺
な
き
心
」
を
「
隠
れ
の
な
さ
」
自
体
の
核
で
あ
る
「
隠
れ
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、ハ
イ
デ
ガ
ー

は
「
哲
学
の
終
わ
り
に
お
け
る
思
索
の
課
題
へ
向
か
う
道
に
達
す
る
」
と
言
う
（ibid.
）。
こ
こ
に
、
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
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て
の
「
哲
学
」
と
「
思
索
」
の
最
終
的
関
係
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
「
思
索
」
は
、
た
し
か
に
こ
れ
ま
で
の
「
哲
学
」
が
問

わ
な
か
っ
た
課
題
に
関
わ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
問
い
返
す
の
は
、ratio,

、νούϛ

、νοέιν

、Vernehm
en

、
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
原

理
中
の
原
理
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
（W

as heißt...?

）
だ
が
、そ
れ
は
根
本
的
に
は
「
何
が
（
そ
れ
ら
に
向
か
う
こ
と
を
）
命
ず
る
か
」

と
い
う
問
い
な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
何
」
は
結
局
、「
隠
れ
の
な
さ
」
の
隠
さ
れ
た
「
動
揺
な
き
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
も
ち
ろ

ん
そ
う
い
え
ば
済
む
も
の
で
は
な
い
。

　

少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
思
索
」
は
「
哲
学
の
終
わ
り
」
に
達
し
な
け
れ
ば
始
ま
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
哲
学
の
終
結
時
期
の
こ
と
で
は
な
く
、
哲
学
の
発
端
に
あ
っ
た
は
ず
の
「
最
極
端
」
の
問
い
に
達
す
る
、
あ
る
い

は
「
臨
む
（Zu

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
思
索
」
は
「
哲
学
の
終
わ
り
」
に
臨
む
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の

講
演
の
最
後
に
「
空
け
と
現
前
性
（Lichtung und A

nw
esenheit

）」（G
A

14,90

）
が
か
つ
て
の
「
存
在
と
時
間
」
に
代
わ
る
「
思
索
の

課
題
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
存
在
と
時
間
」
と
い
う
「
事
象
」
の
最
初
に
し
て
最
後
の
可
能
性
を
問
い
続
け
た
道
に
お
い
て
開
か
れ
た

「
思
索
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

参
照
文
献
と
略
号

ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
（M

artin H
eidegger G

esam
tausgabe, V

ittorio K
losterm

ann Verlag

）
か
ら
の
引
用
は
略
称G

A

の
後
に
巻
数
、
頁
数
の
順
で
記
す
。
本

稿
で
言
及
し
た
全
集
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

G
A

8

：“W
A

S H
E

ISST
 D

E
N

K
E

N
?”

G
A

9

：“W
E

G
M

A
R

K
E

N
”

G
A

11

：“ID
E

N
T

IT
Ä

T
 U

N
D

 D
IFFE

R
E

N
Z”

G
A

14

：“ZU
R

 SA
C

H
E

 D
E

S D
E

N
K

E
N

S”
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G
A

15

：“SE
M

IN
A

R
E

N
”

註（
１
）　

こ
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」
は
、
最
初Verlag A

,Francke A
G

, B
ern

か
ら
『
プ
ラ
ト
ン
の
真
理
論
、〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
に
つ
い
て
の
書
簡
付
き
』

と
い
う
著
作
の
一
部
と
し
て
公
刊
さ
れ
、
二
年
後
の
一
九
四
九
年
にV

ittorio K
losterm

ann

社
よ
り
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
と
い
う
単
行
本
と
し

て
公
刊
さ
れ
た
が
、
内
容
的
に
大
き
な
変
化
は
な
い
の
で
、
初
出
時
の
名
称
に
基
づ
き
『
書
簡
』
と
略
記
す
る
。
公
刊
形
態
の
変
化
の
詳
細
は
渡
邊
二
郎
訳

『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、1997

年
、
以
下
「
渡
邉1997

」
と
略
記
）
に
詳
し
い
。

（
２
）　

こ
の
辺
り
の
事
情
に
関
し
て
は
、
渡
邊
二
郎1997

の
巻
末
「
解
題
的
総
注
」p.168

以
降
を
参
照
。

（
３
）　E

s braucht

の
古
形
の
使
用
は
、
以
下
に
示
さ
れ
るbrauchen

の
歴
史
的
多
義
性
を
示
唆
す
る
意
図
に
よ
る
。

（
４
）　
「
あ
る
」
の
抹
消
に
関
し
て
は
、“Zur Seinsfrage”

（G
A

9

）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
。


