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哲
学
、
と
い
う
言
葉
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
で
し
ょ
う
か
。

「
哲
学
や
っ
て
ま
す
」
と
マ
ジ
メ
な
顔
し
て
言
わ
れ
る
と
、
頭
よ
さ
そ
う
と
か
賢
そ
う
と
か
い
っ

た
印
象
を
受
け
る
は
ず
で
す
。『
哲
学
者
の
コ
ト
バ
５
０
０
』
な
ん
て
タ
イ
ト
ル
の
本
が
あ
っ
た
ら
、

読
む
と
チ
ョ
ッ
ト
頭
が
よ
く
な
り
そ
う
な
気
が
し
て
き
ま
す
ね
。

　

た
だ
一
方
で
は
、
役
に
立
た
な
い（
金
に
な
ら
な
い
）
と
か
、
う
さ
ん
臭
い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

確
か
に
、
哲
学
と
称
す
る
も
の
の
な
か
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
俺
ぁ
哲
学
も
っ
て
る
か
ら
よ
」
的
な

人
生
哲
学
や
、「
真
理
は
こ
こ
に
あ
る（
そ
れ
を
私
だ
け
が
知
っ
て
い
る
！
）」
と
主
張
し
て
い
る
カ
ル
ト

く
さ
い
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
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「
哲
学
を
勉
強
し
て
ま
す
」

「
あ
、
そ
う
な
ん
で
す
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
…
…
何
か
す
ご
い
で
す
ね
！
」

「
お
金
に
は
な
り
ま
せ
ん
け
ど
」

「
…
…
」

「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
宇
宙
の
真
理
を
知
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か（
笑
）？
」

「
…
…
（
こ
い
つ
ヤ
バ
イ
）」

　

も
ち
ろ
ん
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
他
者
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
か
ぎ
り
、
ど
ん
な
言
論
だ
っ
て

自
由
に
行
わ
れ
て
い
い
。
し
か
し
、
歴
史
に
名
を
残
し
て
い
る
よ
う
な
哲
学
者
が
、「
私
だ
け
が
真

理
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
預
言
者
口
調
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
反
対
に

哲
学
の
歴
史
は
、
真
理
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
過
程
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い

で
す
。

　

真
理
を
つ
か
む
こ
と
が
哲
学
の
課
題
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
れ
を
悟
る
こ
と
で
も
な
い
。
真

理
と
い
う
概
念
自
体
が
、
一
つ
の
〝
背
理
〞
な
の
だ―

―

。

　

長
い
時
間
を
か
け
て
、
哲
学
は
そ
う
し
た
洞
察
に
行
き
着
き
ま
し
た（
ニ
ー
チ
ェ
が
そ
の
極
致
で
す
）。
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し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
が
何
の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
哲
学
は
、
真
理
が
存
在
し
な
い
と
い
う
深
い
了
解
を
踏
ま
え
て
、
問
う
べ
き
事
柄
を
、

私
た
ち
の
生
の
意
味
や
価
値
へ
と
移
し
て
き
た
の
で
す
。

　

哲
学
は
こ
れ
ま
で
、
普
遍
的
な
認
識
は
可
能
か
、
よ
い
社
会
と
は
何
か
、
恋
愛
の
意
味
は
何
か
、

豊
か
な
生
と
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
も
抱
く
こ
と
の
あ
る
問
題
を
提
起
し
、

深
く
納
得
で
き
る
よ
う
な
解
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
本
書
で
紹
介
す
る
50
の
作
品
は
、
そ
の
営
み
の

な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
き
た
、
哲
学
の
結
晶
と
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

そ
も
そ
も
哲
学
と
は
何
か
？

　

多
少
乱
暴
で
す
が
、
一
言
で
ま
と
め
て
し
ま
う
と
、
哲
学
と
は
「
概
念
」
に
よ
っ
て
共
通
了
解
を

生
み
出
し
て
い
く
営
み
で
す
。
哲
学
で
は
こ
の
こ
と
を
「
共
通
了
解
の
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

　

ゲ
ー
ム
と
言
わ
れ
る
と
「
？
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
、
互
い
に
一
か
ら
問

題
を
考
え
な
お
す
こ
と
で
、
共
通
了
解
を
新
し
く
創
出
す
る
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
営
み
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で
あ
る
以
上
は
、
成
功
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
失
敗
す
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
成
功
が
約
束
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
ゲ
ー
ム
と
い
う
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
哲
学
は
困
難
に
突
き
当
た
っ
た
と
き
に
こ
そ
真
価
が
試
さ
れ
る
ツ
ー
ル
で
す
。
困

難
な
状
況
に
お
い
て
な
お
、深
い
納
得
を
生
む
よ
う
な
解
を
示
せ
る
か
、そ
う
し
た
も
の
と
し
て
日
々

思
考
を
鍛
え
上
げ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
学
説
の
試
金
石
と
な
り
ま
す
。

　

ど
れ
だ
け
物
知
り
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
納
得
で
き
る
解
に
つ
な
が
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
哲

学
に
権
威
の
た
め
の
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鋭
い
感
受
性
と
鍛
え
抜
か
れ
た
洞
察
力
で
、
問
題
の
端

緒
を
つ
か
み
、
共
有
で
き
る
問
題
の
形
に
仕
上
げ
、
納
得
で
き
る
解
を
与
え
た
人
物
だ
け
が
生
き
残

り
、
読
み
つ
が
れ
、
考
え
つ
が
れ
て
き
た
学
問
、
そ
れ
が
哲
学
で
す
。

哲
学
は
概
念
の
工
芸

　

哲
学
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
考
え
る
た
め
の
〝
材
料
〞
は
、
一
人
ひ
と
り
の
生
の
な
か
に
あ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
心
の
動
き
に
目
を
こ
ら
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
概
念
へ
と
仕
上
げ
る
こ
と
。
そ
の
意

味
で
哲
学
は
、
概
念
の
工
芸
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
出
来
の
よ
い
概
念
は
伝
わ
る
し
、
出
来
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の
悪
い
概
念
は
伝
わ
ら
な
い
。
シ
ン
プ
ル
で
す
が
、
シ
ビ
ア
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
点
、
哲
学
の
古
典
は
、
概
念
の
伝
統
工
芸
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
す
。
古
典
は
古
い
か
ら
ス
ゴ

い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ス
ゴ
い
か
ら
こ
そ
、
何
度
も
読
ま
れ
、
取
り
上
げ
ら
れ
、
試
さ
れ
て
き
た

の
で
す
。
吟
味
に
対
す
る
持
続
力
や
耐
久
性
が
、
古
典
の
も
つ
本
質
で
す
。

　

で
す
の
で
、
古
典
を
読
む
際
に
は
、
私
た
ち
自
身
の
時
代
の
問
題
意
識
か
ら
試
し
な
お
す
姿
勢
を

忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
さ
も
な
い
と
古
典
は
単
な
る
英
雄
列
伝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
列
伝
自

体
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
面
白
い
の
で
す
が
、
哲
学
と
し
て
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
、
哲
学
者
を
偉
人

と
見
な
す
態
度
は
、
思
い
切
っ
て
全
部
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
古
典
を
「
哲

学
的
に
」
読
む
第
一
歩
だ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
い
ざ
哲
学
書
を
手
に
取
っ
て
読
み
は
じ
め
る
と
、
ま
ず
は
そ
の
難
し
さ
に
面
食
ら
う
こ

と
で
し
ょ
う
。
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
な
ど
、
前
提
知
識
が
な
く
て
も
比
較
的
容
易
に
読
み
進
め
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
、
そ
も
そ
も
何
を

言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
つ
か
め
な
い
場
合
も
あ
る
は
ず
で
す
。

　

哲
学
も
一
つ
の
学
問
で
あ
る
以
上
、
あ
る
程
度
の
難
し
さ
は
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
で
も
す
ぐ
に
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理
解
で
き
る
な
ら
、
学
問
の
営
み
と
し
て
続
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
哲
学
が
必
要

以
上
に
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
す
。

　

哲
学
は
、
一
般
の
人
び
と
の
市
民
感
覚
で
試
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
街
中
の
若
者
た
ち
に
議
論
を
ふ
っ
か
け
、
デ
カ
ル
ト
は
「
世
間
と
い
う
書
物
」
を

学
ぶ
べ
く
街
へ
と
降
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
態
度
が
忘
れ
ら
れ
、
知
識
階
級
の
知
的
遊
戯
と
い
う
色

を
帯
び
だ
す
と
、
そ
の
瞬
間
か
ら
、
哲
学
の
「
魂
」
は
腐
り
は
じ
め
る
の
で
す
。

哲
学
の
な
い
人
生
な
ん
て
!?

　

本
書
は
哲
学
の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
で
す
。
哲
学
者
た
ち
の
残
し
た
作
品
を
、
で
き
る
か
ぎ
り
か
み
砕

き
、
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
で
、
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
営
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
を
示
す
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

私
も
哲
学
書
を
読
み
は
じ
め
た
こ
ろ
は
さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
ま
し
た
。
当
然
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
た

本
を
読
ん
だ
の
で
す
が
、
ま
る
で
日
本
語
に
よ
く
似
た
外
国
語
を
読
ん
で
い
る
よ
う
で
頭
に
入
っ
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
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し
か
し
、
私
は
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「Philosophy G

uides

」
を
開
設
し
、
哲

学
書
で
学
ん
だ
内
容
を
備
忘
録
が
て
ら
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
作
業
の
過
程
で

少
し
ず
つ
で
す
が
〝
哲
学
語
〞
の
翻
訳
に
も
慣
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
た
び
本
書
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、〝
哲
学
翻
訳
家
〞
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、

さ
ら
に
み
な
さ
ん
に
理
解
し
や
す
い
日
本
語
に
な
る
よ
う
に
工
夫
し
て
書
い
た
つ
も
り
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
哲
学
書
に
ま
っ
た
く
触
れ
ぬ
ま
ま
生
き
る
の
も
一
つ
の
道
で
す
し
、
否
定
す
る
つ
も

り
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
間
の
叡え

い

智ち

に
触
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
も
一
方

で
は
も
っ
て
い
ま
す
。

　

事
実
、多
く
の
方
々
が
関
心
を
も
っ
て
「Philosophy G

uides

」
に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

何
に
役
立
つ
か
わ
か
ら
な
く
と
も
、
哲
学
の
な
い
人
生
に
飽
き
足
ら
ず
、
生
き
方
を
、
社
会
を
、
恋

愛
を
、
学
ば
ん
と
す
る
。
哲
学
書
を
読
ま
な
い
、
読
め
な
い
、
と
い
う
人
も
含
め
て
、
私
た
ち
の
な

か
に
は
そ
う
し
た
欲
求
が
あ
る
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
本
書
で
知
識
自
慢
を
し
た
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
知
識
量
な
ど
、
哲
学
の
巨
人
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た
ち
か
ら
比
べ
た
ら
一
寸
法
師
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
の
は
知
識

量
で
は
な
く
、
ど
れ
だ
け
優
れ
た
考
え
方
、
つ
ま
り
原
理
を
と
も
に
共
有
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
本
書
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、（
全
員
が
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
）
優
れ
た
原
理
を
哲
学
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め

る
か
は
、
私
た
ち
に
託
さ
れ
た
問
題
で
す
。

　

私
は
哲
学
の
可
能
性
を
信
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
界
を
否
定
す
る
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
よ
い
世

界
、
よ
り
よ
い
生
の
可
能
性
の
条
件
を
取
り
出
し
、
そ
の
実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
の
原
理
を
つ
く

り
出
す
た
め
に
、
哲
学
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。
本
書
が
そ
の
一
助
と
な
れ
ば
、
筆
者

と
し
て
そ
れ
以
上
の
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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も
く
じ　
読
ま
ず
に
死
ね
な
い
哲
学
名
著
50
冊

ま
え
が
き

参
考
：
哲
学
歴
史
チ
ャ
ー
ト

哲
学
書
を
読
む
前
に
知
っ
て
お
き
た
い
5
つ
の
心
得

第
一
部　

古
代
ギ
リ
シ
ア―

―
宗
教
か
ら
概
念
に
よ
る
世
界
説
明
へ

01　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明　
プ
ラ
ト
ン

02　
饗　

宴　
プ
ラ
ト
ン

03　
パ
イ
ド
ロ
ス　

プ
ラ
ト
ン

04　
国　

家　
プ
ラ
ト
ン

05　
形
而
上
学　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

06　
政
治
学　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

243139516067 31522



��

第
二
部　

中　

世―
―

キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
取
り
込
ま
れ
た
哲
学

07　
人
生
の
短
さ
に
つ
い
て　

ル
キ
ウ
ス
・
ア
ン
ナ
エ
ウ
ス
・
セ
ネ
カ

08　
告　

白　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

09　
神
学
大
全　
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

10　
君
主
論　
ニ
ッ
コ
ロ
・
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ

第
三
部　

近　

代―
―

普
遍
性
を
探
求
す
る

11　
方
法
序
説　
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト

12　
情
念
論　
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト

13　
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン　

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ

14　
エ
チ
カ　

バ
ー
ル
ー
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ

15　
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー　

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

16　
人
間
知
性
論　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

17　
市
民
政
府
論　
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク

18　
人
性
論　
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム

19　
人
間
不
平
等
起
源
論　
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

20　
社
会
契
約
論　
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

21　
純
粋
理
性
批
判　
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト

74808995104112119129135141147154160168175
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22　
実
践
理
性
批
判　
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト

23　
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説　
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム

24　
法
の
哲
学　
ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル

25　
死
に
至
る
病　
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

26　
功
利
主
義
論　
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル

27　
自
由
論　
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル

第
四
部　

現　

代〈
Ⅰ
〉――

ニ
ー
チ
ェ
～
ハ
イ
デ
ガ
ー

28　
悲
劇
の
誕
生　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ

29　
道
徳
の
系
譜　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ

30　
権
力
へ
の
意
志　
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ

31　
空
想
よ
り
科
学
へ　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス

32　
時
間
と
自
由　
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

33　
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

34　
現
象
学
の
理
念　
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル

35　
イ
デ
ー
ン　

エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル

36　
一
般
言
語
学
講
義　
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル

37　
論
理
哲
学
論
考　
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

187195200210219224230238246257268276282291301313
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38　
哲
学
探
究　
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

39　
存
在
と
時
間　
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー

40　
形
而
上
学
入
門　
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー

第
五
部　

現　

代〈
Ⅱ
〉――

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
～
デ
リ
ダ

41　
行
動
の
構
造　
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

42　
知
覚
の
現
象
学　
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

43　
存
在
と
無　
ジ
ャ
ン=

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル

44　
悲
し
き
熱
帯　
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス

45　
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ

46　
人
間
の
条
件　
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

47　
革
命
に
つ
い
て　

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

48　
全
体
性
と
無
限　
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

49　
言
葉
と
物　
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー

50　
声
と
現
象　
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

あ
と
が
き

索　

引

装　幀◦河村　誠
本文デザイン・図版作成・ＤＴＰ◦フォレスト出版編集部
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��　参考：哲学歴史チャート

参
考
：
哲
学
歴
史
チ
ャ
ー
ト

　

本
文
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
哲
学
の
歴
史
の
全
体
像
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●　
古　

代
：
哲
学
の
始
ま
り
。
神
話
に
よ
る
世
界
説
明
か
ら
、
概
念
に
よ
る
世
界
説
明
へ
。

●　
中　

世
：
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
。「
哲
学
は
神
学
の
は
し
た
め
」。

●　
近　

代
：「
自
由
」
の
時
代
。
道
徳
、
社
会
の
原
理
的
構
想
。

●　
現　

代
：
反
近
代
、
反
哲
学
の
時
代
。
裏
切
ら
れ
た
近
代
の
理
念
と
、
再
建
の
き
ざ
し
。

古　

代

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
は
、
紀
元
前
７
世
紀
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
て
誕
生
し
ま
し
た
。

　

哲
学
の
祖
タ
レ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
ミ
レ
ト
ス
と
い
う
都
市
で
活
躍
し
ま
し
た
。
当
時
の
ミ
レ
ト

ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
い
っ
た
地
域
と
の
交
流
が
活
発
で
、
い
ま
で
い
う
国
際
都
市



影響 批判

【凡例】

＊太字の人物は本文で作品を紹介。
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古　代中　世

ソ
ク
ラ
テ
ス

プ
ラ
ト
ン

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

エ
ピ
ク
ロ
ス
派

ス
ト
ア
派（
セ
ネ
カ
、マ
ル

ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
）

ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

ヘレニズム哲学

の
よ
う
な
地
方
で
し
た
。
タ
レ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
神

話
に
よ
る
世
界
説
明
が
普
遍
性
を
も
た
な
い
こ
と
に

気
づ
き
、
代
わ
り
に
「
水
」
と
い
う
概
念
を
世
界
説

明
の
原
理
と
し
て
採
用
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
哲
学
が

誕
生
し
ま
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム

は
、
プ
ラ
ト
ン
で
す
。
師
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
影
響
の
も

と
、
プ
ラ
ト
ン
は
世
界
を
物
理
的
な
秩
序
か
ら
、
意

味
と
価
値
の
秩
序
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
で
、
哲

学
の
歩
み
を
大
き
く
進
め
ま
し
た
。

　

善
や
美
と
い
っ
た
諸
価
値
の
「
本
質
」
を
探
求
す

る
と
い
う
態
度
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
打
ち
立
て

ら
れ
ま
し
た
。
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

ア
ン
セ
ル
ム
ス

ア
ク
ィ
ナ
ス

ス
コ
ト
ウ
ス

スコラ哲学

中　世

ルネサンス哲学

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ

エ
ラ
ス
ム
ス

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

王権神授説

ボ
ダ
ン

フ
ィ
ル
マ
ー

中　

世

　

中
世
に
入
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
の
発
展
を
受
け
、
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と

に
置
か
れ
、「
ス
コ
ラ
哲
学
」
と
し
て
営
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
代
の
哲
学
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
す
も
の

に
、「
哲
学
は
神
学
の
は
し
た
め
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
哲
学
は
信
仰
を
完
成
さ
せ
る
か
ぎ
り
で

価
値
が
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
ス
コ
ラ
哲
学
の

特
徴
で
す
。

　

代
表
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
。
ア
ク
ィ
ナ
ス
は

神
を
原
理
と
す
る
体
系
を
打
ち
立
て
る
こ
と
で
、
信

仰
を
一
本
化
し
、
宗
派
対
立
を
調
停
し
よ
う
と
試
み

ま
し
た
。

社会契約説
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近　

代

　

近
代
を
言
い
表
す
最
大
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
自
由
」
で
す
。

　

ル
ネ
サ
ン
ス
期
を
経
て
、
数
学

や
自
然
科
学
が
発
展
す
る
に
つ

れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
に
疑

問
が
投
げ
か
け
ら
れ
は
じ
め
ま

す
。
そ
の
結
果
、
人
間
が
神
の
被

造
物
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
ほ
ぼ

不
可
逆
的
に
崩
れ
て
い
き
、
そ
れ

と
平
行
し
て
、
人
間
は
一
個
の
存

在
と
し
て
等
し
い
は
ず
だ
と
い
う

理
念
が
成
立
し
て
き
ま
し
た
。

　

中
世
で
は
、
人
間
は
独
力
で
は

ヒ
ュ
ー
ム

デ
カ
ル
ト

ス
ピ
ノ
ザ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

ホ
ッ
ブ
ズ

ル
ソ
ー

合理論

経験論

社会契約説

カ
ン
ト

フ
ィ
ヒ
テ

シ
ェ
リ
ン
グ

ヘ
ー
ゲ
ル

ベ
ン
サ
ム

ミ
ル

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

観念論

功利主義

近　代

王権神授説

マルクス主義

ロ
ッ
ク
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真
理
を
探
求
す
る
こ
と
も
、善
を
目
が
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
真
理
も
善
も
、

人
間
の
知
性
だ
け
で
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
最
終
的
に
は
た
だ
神
の
「
恩
恵
」
に
よ
っ
て
の
み

可
能
と
な
る
と
い
う
の
が
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
前
提
で
し
た
。

　

近
代
に
入
り
、
神
の
存
在
が
背
景
に
退
く
に
つ
れ
、
そ
う
し
た
見
方
が
転
換
し
は
じ
め
ま
す
。
人

間
は
自
分
の
理
性
に
よ
っ
て
、
何
が
真
で
あ
り
、
何
が
善
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
洞
察
に
達
し
た
と
き
、「
道
徳
」
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

中
世
で
は
、
道
徳
は
成
立
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
が
何
を
な
さ

ね
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
た
だ
神
の
言
葉
の
み
が
教
え
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

道
徳
の
理
念
と
と
も
に
、
近
代
社
会
の
理
念
が
展
開
し
て
き
ま
す
。
世
界
の
秩
序
は
神
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。私
た
ち
は
自
分
自
身
で
、誰
も
が
自
由
に
、自
分
に
と
っ
て
の「
よ

い
」
を
追
求
で
き
る
社
会
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
、
ヘ
ー
ゲ
ル

と
い
っ
た
近
代
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
答
え
を
与
え
て
き

ま
し
た
。
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現　

代

　

現
代
は
、
哲
学
に
と
っ
て
複
雑
な
時
代
で
す
。

　

産
業
革
命
の
進
展
と
と
も
に
、
近
代
哲
学
の
描
い
た
理
想
の
実
現
が
期
待
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ざ

フ
タ
を
開
け
て
み
る
と
、
近
代
社
会
は
巨
大
な
格
差
を
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
「
矛
盾
」
を
鋭
く
見
抜
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
は
、
反
近
代
の
立

場
か
ら
、
近
代
哲
学
に
対
し
集
中
砲
火
を
浴
び
せ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
近
代
哲
学
が
生
み
出
し
た
理
念
を
受
け
止
め
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
鍛
え
上
げ
る
動
き
も
見

ら
れ
ま
す
。
認
識
論
で
は
ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
、
社
会
哲
学
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
と
い
っ
た
哲
学

者
た
ち
が
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

現
代
は
、
学
説
の
評
価
が
確
立
し
づ
ら
い
時
代
で
す
。
世
代
が
入
れ
替
わ
る
ま
で
は
玉
石
混
淆
の

状
態
が
続
く
で
し
ょ
う
。
わ
ず
か
数
年
で
古
典
よ
り
も
古
ぼ
け
る
化
石
も
あ
れ
ば
、
光
り
輝
く
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
の
原
石
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
見
分
け
る
の
は
一
筋
縄
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
哲
学
の

基
礎
教
養
と
、
一
か
ら
自
分
で
考
え
な
お
す
と
い
う
「
自
律
」
の
意
識
が
鍵
と
な
り
ま
す
。
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マ
ル
ク
ス

エ
ン
ゲ
ル
ス

ベ
ル
ク
ソ
ン

ニ
ー
チ
ェ

パ
ー
ス

ジ
ェ
イ
ム
ズ

デ
ュ
ー
イ

生の哲学

マルクス主義

プラグマティズム

レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス

構造主義

フ
ー
コ
ー

ド
ゥ
ル
ー
ズ

デ
リ
ダ

フ
ッ
サ
ー
ル

ハ
イ
デ
ガ
ー

レ
ヴ
ィ
ナ
ス

サ
ル
ト
ル

メ
ル
ロ=
ポ
ン
テ
ィ

ラ
ッ
セ
ル

フ
レ
ー
ゲ

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

オ
ー
ス
テ
ィ
ン

ク
リ
プ
キ

現象学・存在論

ポストモダン思想

分析哲学

ソ
シ
ュ
ー
ル

バ
タ
イ
ユ

ア
ー
レ
ン
ト

現　代

ヘーゲル
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あきらめずに、粘り強く、
自分の頭で考えながら読む。
哲学者も私たちと同じ人間、同じ理性をもっています。
地道に読み進めれば、必ず腑に落ちる瞬間に出会えます。

動機をすくい取るように読む。
「なぜ、こんなことを論じているのか？」
の答えを追う姿勢で読む。
枝葉末節にこだわらない。
いったん著者が目がけている方向性がつかめれば、
可読性と理解度がアップ。

繰り返し読む。
一回読んだだけで理解することはほぼ不可能。
古本に出せないくらい、メモを書き込みながら読む。

仲間と読む。
一人で読むと、ふと苦しさや寂しさに襲われることも。
できるだけ仲間を見つけ、ともに考え、ともに話す。
時には読書会も開催し、終了後はともに呑む。
継続は力なり。

名を残した哲学者だからといって、
必要以上に畏敬の念を抱かない。
哲学者＝文章の達人ではない。
読んでいるこっちがバカなのではと自信喪失するほど、
理解しづらい文章（悪文）もある。
読者を放ったらかしにして、
独善・独断で書き散らす哲学者も少なくない。
主張が原理的かどうか確かめながら読むのが大切。

哲学書を読む前に知っておきたいの5つの心得

1

2

3

4

5



23　�

第一部

古代ギリシア
●宗教から概念による世界説明へ



第一部　古代ギリシア――宗教から概念による世界説明へ　24

　

真
と
は
何
か
。
善
と
は
何
か
。
ど
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
「
よ
い
」
の
か
。
私
た
ち
は
普
段
の

生
活
を
送
る
な
か
で
、
こ
う
し
た
問
い
に
囚
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ

ト
ン
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
師
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
、
本
当
の
「
よ
い
」
生
き
方
と
は
何

か
と
問
い
、
力
強
く
答
え
る
哲
学
者
の
姿
を
見
た
。

　

よ
く
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か―

―
？

　

ソ
ク
ラ
テ
ス＊
、
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
哲
学
の
歴
史
上
初
め
て
取
り
組
ん

だ
哲
学
者
だ
。

＊
ソ
ク
ラ
テ
ス（
前
４
７
０

～
前
３
９
９
年
）

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
。

ア
テ
ネ
で
活
動
し
た
。
著

書
を
残
さ
ず
、
彼
の
思
想

は
弟
子
の
プ
ラ
ト
ン
ら
に

よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明　
「
よ
く
」生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
哲
学

プ
ラ
ト
ン（
前
４
２
７
～
前
３
４
７
年
）

　

魂
が
で
き
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
も
の
に
な
る
よ
う
、ず
い
ぶ
ん
気
を
つ
か
う
べ
き
で
あ
る
。

―
―

『
世
界
の
名
著
６
』収
録「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
」田
中
美
知
太
郎
・
訳
、中
央
公
論
社

t i t le :01
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本
篇
は
プ
ラ
ト
ン
の
初
期
対
話
篇
だ
。

　

ア
テ
ナ
イ︵
現
在
の
ア
テ
ネ
︶
を
中
心
と
す
る
デ
ロ
ス
同
盟
と
、
ス
パ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
ペ
ロ
ポ

ネ
ソ
ス
同
盟
と
の
間
で
起
き
た
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
が
、
ア
テ
ナ
イ
側
の
敗
北
に
よ
り
終
結
し
た
５

年
後
の
紀
元
前
３
９
９
年
の
こ
と
。
戦
争
の
敗
因
を
哲
学
者
に
負
わ
せ
よ
う
と
す
る
政
界
の
有
力
者

ア
ニ
ュ
ト
ス
の
手
先
だ
っ
た
メ
レ
ト
ス
が
、「
国
家
の
信
じ
る
神
々
を
認
め
ず
、青
年
を
堕
落
さ
せ
た
」

と
の
か
ど
で
ア
テ
ナ
イ
の
法
廷
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
公
訴
。

　

本
篇
は
裁
判
を
見
守
っ
て
い
た
プ
ラ
ト
ン
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
弁
明
の
一
部
始
終
を
記
録
し

た
も
の
で
あ
る
。

「
真
実
」の
み
を
語
ろ
う

　

当
時
の
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
弁
論
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
教
え
る
ソ
フ
ィ
ス
ト＊
と
い
う
職
業
が
大
き
な
力

を
も
っ
て
い
た
。
政
治
家
に
な
り
、
世
間
的
に
成
功
す
る
た
め
に
は
、
弁
論
が
う
ま
く
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
聴
衆
の
心
を
動
か
し
、
自
分
に
有
利
な
よ
う
に
議
論
を
進
め
ら
れ
る
か
ど
う

か
が
、
当
時
の
弁
論
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。

＊
ソ
フ
ィ
ス
ト

前
５
世
紀
～
前
４
世
紀
初

期
に
か
け
て
ア
テ
ネ
を
中

心
に
、
主
に
富
裕
層
か
ら

か
ら
授
業
料
を
受
け
取
っ

て
知
識
や
弁
論
術
を
伝
え

て
い
た
ギ
リ
シ
ア
の
知
識

人
。
詭
弁
家
と
訳
さ
れ
る

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
彼
ら
は
真
理
や
倫
理

的
な
問
題
よ
り
も
相
手
を

説
得
、
打
ち
負
か
す
こ
と

に
重
き
を
置
い
て
い
た
部

分
が
あ
り
、
悪
評
も
多
か

っ
た
。
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そ
ん
な
背
景
も
あ
り
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
に
告
発
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
弁
明
の
冒
頭
、
皮
肉

を
込
め
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
ア
テ
ナ
イ
の
人
び
と
よ
、
私
を
告
発
し
た
者
た
ち
は
素
晴
ら
し
い
弁
論
を
行
っ
た
。
あ
ま
り
に
も

素
晴
ら
し
い
た
め
、
私
は
自
分
を
忘
れ
そ
う
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
一
方
、
私
は
、
弁
論
は
う
ま

く
な
い
し
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
に
来
た
こ
と
さ
え
な
い
。
だ
か
ら
諸
君
に
は
、
ぜ
ひ
、
私
の
言
葉
遣

い
で
は
な
く
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
内
容
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
に
の
み
注
意
を
払
っ
て
ほ
し

い
」

　

要
は
、
言
葉
遣
い
や
表
情
、
声
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
を
外
し
、
自
分
の
言
葉
の
な
か
か
ら
、
た
だ
「
真

実
」
の
み
を
つ
か
み
と
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
だ
。

　

で
は
一
体
、
そ
の
「
真
実
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

無
知
の
知

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
弁
論
の
途
中
、
自
分
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
は
異
な
る
知
恵
を
も
つ
と
語
る
。
そ
れ
が

「
無
知
の
知＊
」
だ
。
学
校
の
教
科
書
で
一
度
は
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
言

＊
無
知
の
知

無
知
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
た
時
点
で
相
手
よ
り
も

優
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、

真
理
の
探
求
へ
の
あ
る
べ

き
ス
タ
ン
ス
。
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葉
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け
を
知
っ
て
い
る
人
は
意
外
に
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
。
私
は
デ
ル
ポ
イ
の
神
殿
に
て
、「
自
分
よ
り
も
知
恵
の
あ
る
人
は
い
る
か
」

と
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
「
誰
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
知
恵
の
あ
る
人
は
い
な
い
」
と
託た

く

宣せ
ん

が

下
さ
れ
た
、
と
。

　

そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
託
宣
に
驚
き
を
覚
え
た
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
は
、
自
分
が
知
恵
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

な
ぜ
無
知
な
自
分
よ
り
も
知
恵
が
あ
る
人
が
い
な
い
の
か
。
初
め
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
は
そ
れ
が
解
せ

な
か
っ
た
が
、
あ
る
政
治
家
と
の
議
論
を
思
い
出
し
た
と
き
、
神
託
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

「
確
か
に
彼
に
は
、
世
間
で
の
暮
ら
し
方
に
つ
い
て
の
知
恵
は
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
本
当
に

知
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
『
善
』
や
『
美
』
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
⋮
⋮
」

　

こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
、
わ
た
し
の
ほ
う
が
知
恵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
ら
し
い
。

つ
ま
り
、わ
た
し
は
、知
ら
な
い
こ
と
は
知
ら
な
い
と
思
う
、た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
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ま
さ
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―

前
掲
書

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
政
治
家
に
か
ぎ
ら
ず
、
賢
人
と
し
て
名
を
は
せ
る
人
物
を
訪
ね
て
は
議
論

を
繰
り
返
し
た
が
、
や
は
り
彼
ら
も
世
間
の
つ
ま
ら
な
い
知
恵
ば
か
り
身
に
つ
け
、
そ
れ
で
い
て
何

で
も
知
っ
て
い
る
ふ
う
に
語
る
。

　

こ
の
態
度
は
、「
自
分
は
無
知
だ
」
と
い
う
自
覚
に
立
っ
て
、
本
当
に
考
え
る
べ
き
こ
と
に
つ
い

て
の
探
求
を
一
か
ら
始
め
よ
う
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
対
照
的
だ
。

魂
の
配
慮
こ
そ
な
す
べ
き
こ
と

　

本
当
に
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
ど
う
す
れ
ば
世
間
で
成
功
で
き
る
か
で
は
な
く
、
よ
く
生
き
る
と

は
何
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
よ
く
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、「
魂
の
配
慮
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
聴
衆
に
論
じ
て
い
く
。

「
た
と
え
釈
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
は
神
に
従
い
、
次
の
よ
う
に
人
び
と
に
説
き
回
る
だ
ろ
う
。

君
た
ち
は
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
偉
大
な
ポ
リ
ス＊︵
都
市
国
家
︶
の
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
れ
だ
け
多
く

＊
ポ
リ
ス

前
８
世
紀
頃
か
ら
ギ
リ
シ

ア
各
地
に
で
き
た
小
規
模

な
都
市
国
家
。
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の
金
銭
を
自
分
の
も
の
に
で
き
る
か
、
ど
れ
だ
け
自
分
の
評
判
、
地
位
を
高
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ

と
ば
か
り
気
に
か
け
て
い
る
。
だ
が
本
当
に
行
う
べ
き
は
、『
魂
』
が
で
き
る
だ
け
優
れ
た
も
の
に

な
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
だ
」

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
考
え
る
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
の
核
心
は
次
の
と
お
り
だ
。

「
魂
」を
優
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、そ
れ
を
気
遣
う
必
要
が
あ
る
。
ど
れ
だ
け
お
金
を
支
払
っ

て
も
、
あ
る
い
は
、
容
姿
を
磨
い
て
も
、
内
面
の
「
魂
」
は
優
れ
た
も
の
に
な
ら
な
い
。
自
分
の
内

面
を
振
り
返
り
、「
魂
」
を
「
よ
い
」
方
向
に
向
け
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、「
魂
」
は
優
れ
た

も
の
に
な
る
。

新
し
い
倫
理
観
を
探
求
し
た
哲
学
者
ソ
ク
ラ
テ
ス

　

本
篇
で
描
か
れ
て
い
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
確
か
に
な
か
な
か
の
変
わ
り
者
だ
。

「
神
に
選
ば
れ
た
自
分
が
人
び
と
を
批
判
し
、
魂
を
配
慮
す
る
よ
う
に
促
す
こ
と
は
誰
に
も
止
め
ら

れ
な
い
」

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
主
張
を
一
言
で
ま
と
め
る
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
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だ
が
、
本
篇
を
読
む
と
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
文
化
や
習
俗
の

価
値
観
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
何
が
「
よ
い
」
こ
と
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、「
無
知
の
知
」
と

い
う
ゼ
ロ
地
点
か
ら
根
本
的
に
問
い
直
し
、
探
求
し
た
哲
学
者
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
裁
判
に
敗
れ
、
み
ず
か
ら
毒
杯
を
あ
お
っ
て
死
を
選
ん
だ
が
、「
私
た
ち
が

本
当
に
行
う
べ
き
は
、
善
と
は
何
で
あ
り
、
美
と
は
何
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
確
信
は
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』︵
39
ペ
ー
ジ
︶
や
『
国
家
』︵
51
ペ
ー
ジ
︶
と
い
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の

代
表
的
な
対
話
篇
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
よ
り
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。


