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ロ
シ
ア
哲
学
は
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
謎
め
い
た
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
ざ
る
領
域
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
の
外
に
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち

に
と
っ
て
は
、
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
哲
学
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
に
つ
い
て
の
今
日
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
に
決
定
し
て
い
る
の

は
、
西
洋
の
思
想
の
支
配
的
な
方
向
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
英
米
系
の
経
験
論
哲
学
を
継
承
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
哲
学
の
歴
史
の
最
近
の
二
〇
〇
年
間
は
、
二
つ
の
伝
統
―
―
英
米
系
の
経
験
論
哲
学
と
大
陸
系
（
ド
イ
ツ
系
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス

系
）
の
哲
学
―
―
の
対
立
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
き
た
。
前
者
の
方
向
は
、
形
而
上
学
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
お
り
、
伝
統
的

な
哲
学
の
諸
問
題
の
大
部
分
（
な
に
よ
り
も
ま
ず
〈
絶
対
者
〉
の
問
題
）
を
放
棄
す
る
よ
う
勧
め
て
き
た
し
、
科
学
的
認
識
と
比
べ

て
哲
学
に
は
副
次
的
な
意
義
し
か
な
い
と
認
め
る
よ
う
求
め
て
き
た
。
後
者
は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
伝
統
的
諸
問
題
の
体
系
を
と

も
な
っ
た
形
而
上
学
を
、
哲
学
の
核
心
と
し
て
保
持
し
て
き
た
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
と
は
―
―
科

学
よ
り
も
さ
ら
に
高
次
元
の
知
識
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
、
哲
学
は
世
界
と
人
間
の
存
在
の
絶
対
的
で
無
限
の
根
拠

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
理
解
し
よ
う
と

す
る
が
、
科
学
は
自
然
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し
か
研
究
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
無
限
の
根
拠
を
見
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
。

二
つ
の
伝
統
の
大
き
な
違
い
は
、
哲
学
の
歴
史
、
古
典
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
過
去
に
対
す
る
、
異
な
る
態
度
に
起
因
し
て
い

た
。
経
験
論
哲
学
は
、
十
七
―
十
八
世
紀
に
多
く
の
点
で
科
学
の
発
展
に
負
う
か
た
ち
で
誕
生
し
、
す
で
に
そ
の
最
初
の
代
表
者
た

ち
（
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
、
Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
、
Ｐ
・
ド
ル
バ
ッ
ク
、
そ
の
他
）
は
、
自
分
た
ち
自
身
と
経
験
論
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
も
の

以
外
の
、
す
べ
て
の
他
の
形
式
の
哲
学
的
知
識
の
意
義
を
否
定
し
て
い
た
。
大
陸
系
哲
学
（
な
に
よ
り
も
ま
ず
ド
イ
ツ
哲
学
）
は
、
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哲
学
的
知
識
の
歴
史
的
な
一
体
性
を
認
め
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
過
去
に
創
ら
れ
た
諸
体
系
す
べ
て
に
敬
意
を
は
ら
っ
て
接
し
て
い
た
。

こ
の
大
陸
系
の
伝
統
に
属
し
て
い
る
思
想
家
た
ち
の
な
か
で
、
非
古
典

0
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哲
学
に
分
類
さ
れ
、
古
典
哲
学
の
い
く
つ
か
の
原
理
的
諸
要

素
を
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
思
想
家
た
ち
（
Ｆ
・
ニ
ー
チ
ェ
、
Ｈ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
Ｈ
・
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
Ｊ
・

Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
、
そ
の
他
）
で
す
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
何
世
紀
に
も
わ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
の
歴
史
か
ら
完
全
に
断
絶
す
る
こ

と
な
ど
念
頭
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
し
、
現
代
に
と
っ
て
、
そ
の
歴
史
が
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い

た
。第

二
次
世
界
大
戦
後
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
英
国
が
西
洋
世
界
に
お
い
て
政
治
的
優
位
性
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
哲
学
に
お
い
て
最
終
的
に
勝
利
し
た
の
は
、
ま
さ
に
英
米
系
哲
学
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
終
的
表
現
に
な
っ
た
の
は
、
新
実

証
主
義
お
よ
び
ポ
ス
ト
実
証
主
義
と
分
析
哲
学
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
形
態
を
と
っ
た
西
洋
哲
学
は
、
本
質
的
に
科
学
的
認
識
の
一
部
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
哲
学
で
は

な
い
。
科
学
的
方
法
論
を
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
洋
哲
学
は
、
自
ら
の
歴
史
的
起
源
を
、
つ
ま
り
、
自
ら
の
主
た
る

使
命
を
―
―
自
然
的
過
程
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
然
法
則
に
従
属
し
て
い
な
い
人
間
存
在
の
特
殊
性
を
説
明
す
る
と
い
う

使
命
を
―
―
最
終
的
に
断
念
し
た
。

き
わ
め
て
特
徴
的
な
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
最
近
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
学
派
と
な
っ
た
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ

が
宣
言
し
た
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
験
論
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
過
去
と
の
決
別
だ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ポ
ス
ト
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
創
始
者
た
ち
（
Ｊ
・
Ｆ
・
リ
オ
タ
ー
ル
、
Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
Ｆ
・
ガ
タ
リ
）
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
現
代
（「
ポ
ス
ト

近
代
」）
は
、
二
十
世
紀
後
半
か
ら
は
じ
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
人
類
史
上
の
先
行
す
る
全
て
の
時
代
と
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
に
も
異

質
で
、
そ
れ
と
類
似
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
現
代
に
と
っ
て
過
去
の
文
化
的
経
験
は
も
は
や
意
味
を
も
つ
は
ず
は
な
く
、「
ポ
ス

ト
近
代
」
の
時
代
は
自
身
の
法
則
に
も
と
づ
い
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
過
去
に
は
ま
っ
た
く
依
存
し
て
い
な
い
と
い
う
。

こ
の
思
想
は
、
高
尚
な
目
的
―
―
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
強
制
や
支
配
か
ら
の
人
間
の
解
放
―
―
の
た
め
に
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
思
想
は
、
自
身
が
も
た
ら
そ
う
と
望
ん
だ
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
実
際
に
は
、

こ
の
思イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

想
体
系
は
人
間
と
文
化
の
衰
退
を
意
味
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
国
民
的
な
文
化
的
伝
統
が
人
間
を
「
支
配
す
る
こ
と
」
は

―
―
否
定
的
要
因
で
は
な
く
肯
定
的
要
因
で
あ
り
、
人
間
の
文
化
的
・
精
神
的
発
展
の
基
盤
だ
か
ら
で
あ
る
。
西
洋
の
思
想
体
系
の

現
代
的
形
態
は
、
現
代
人
と
過
去
の
文
化
と
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
か
ら
、
そ
の
内
的
世
界
の
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発
展
の
た
め
の
基
盤
を
奪
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
諸
原
理
の
作
用
が
も
た
ら
す
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
西
洋
社
会
は
、
ま
す
ま
す
大
い
に
「
一
次
元
的
」
人
間
た
ち
（
Ｈ
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
表
現
に
よ
る
）
の
社
会
に
な
っ
て
い

く
、
つ
ま
り
、
ど
ん
な
明
白
な
外
的
強
制
シ
ス
テ
ム
か
ら
も
命
令
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
た
ち
は
自
由
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
ま
っ
た
く
自
由
の
な
い
人
間
た
ち
の
社
会
に
な
っ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、

個
人
の
内
面
的
な
精
神
の
豊
か
さ
で
あ
っ
て
、
外
面
的
行
為
の
自
由
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
も
、
現
代
の
西
洋
世
界
は
―
―
そ
の
思
想
的
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
言
う
よ
う
な
―
―
安
泰
な
世
界
で
は
な
い
と
主
張
す
る
者
た

ち
の
声
に
耳
を
傾
け
る
な
ら
ば
、
も
し
も
、
西
欧
文
明
は
深
刻
な
危
機
を
む
か
え
て
い
て
、
こ
の
危
機
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
旧

来
の
精
神
的
諸
価
値
の
否
定
、
新
し
い
ひ
ど
く
誤
っ
た
諸
価
値
の
君
臨
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
物
質
的
幸
福
と
い
う
価
値
の
支
配

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
の
西
洋
哲
学
に
対
し
て
今
日
な
さ
れ
て
い
る
評
価
と
は
ま
っ
た
く
別
の
評

価
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
歴
史
の
全
期
間
に
わ
た
っ
て
働
い
て
き
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
最
も
重
要
な
機
能
と
は
、

こ
の
哲
学
が
、
個
々
の
国
民
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
全
体
の
自
己
意
識
と
し
て
役
立
っ
て
き
た
点
に
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、

危
機
の
時
代
の
哲
学
者
た
ち
は
、
誰
よ
り
も
い
ち
早
く
正
確
に
危
機
の
原
因
を
解
明
し
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
の
た
め
の
何
ら
か
の
道

を
見
つ
け
だ
そ
う
と
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
西
洋
世
界
の
現
代
の
危
機
の
特
徴
は
、
哲
学
者
た
ち
が
危
機
の
発
生
を
阻
止
す
る
の

で
は
な
く
、
促
し
て
き
た
点
に
あ
る
（
少
な
く
と
も
実
証
主
義
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
支
配
的
潮
流
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ

る
）。
そ
れ
が
原
因
で
、
最
近
の
数
十
年
の
あ
い
だ
に
哲
学
そ
の
も
の
が
、
西
洋
文
明
の
完
全
に
信
用
を
失
っ
た
価
値
の
一
つ
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

現
代
の
西
洋
哲
学
と
比
べ
て
、
ロ
シ
ア
哲
学
は
ま
っ
た
く
「
非
現
代
的
な
」
哲
学
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、「
科
学
性
」
の
基
準
に

対
応
し
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も
宗
教
と
形
而
上
学
に
執
着
し
す
ぎ
て
お
り
、
世
界
の
な
か
で
の
ロ
シ
ア
の
歴
史
的
使
命
の
問
題

（
そ
れ
は
「
ロ
シ
ア
的
理イ
デ
ア念

」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
よ
う
な
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
」
問
題
設
定
を
志
向
し
す
ぎ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
う
ち
の
最
も
特
色
の
あ
る
卓
越
し
た
哲
学
は
、
十
九
―
二
十
世
紀
初
頭
の
（
ソ
ビ
エ
ト
時
代
以
前
の
）
ロ

シ
ア
哲
学
に
お
い
て
も
、
ま
た
現
代
ロ
シ
ア
の
哲
学
に
お
い
て
も
、
西
洋
哲
学
の
主
要
な
傾
向
か
ら
、
ま
ち
が
い
な
く
決
別
し
て
い

る
。
し
か
し
西
洋
社
会
の
危
機
に
つ
い
て
先
に
述
べ
た
こ
と
全
体
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
「
非
現
代
性
」
と
過
去
の
伝

統
へ
の
忠
実
さ
ゆ
え
に
、
ロ
シ
ア
哲
学
は
現
代
の
西
洋
哲
学
よ
り
も
大
き
な
活
力
が
あ
り
、
未
来
へ
の
展
望
を
も
っ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
哲
学
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
と
く
に
集
中
的
に
発
展
し
た
時
期
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
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学
の
歴
史
全
体
の
最
も
価
値
あ
る
諸
成
果
を
利
用
す
る
こ
と
を
絶
え
ず
志
向
し
て
い
た
。
一
八
八
〇
年
の
Ａ
・
プ
ー
シ
キ
ン
に
さ
さ

げ
た
有
名
な
演
説
で
、
Ｆ
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
ロ
シ
ア
文
化
の
最
も
重
要
な
特
徴
と
は
、
そ
の
「
全
人
類
的
」
性
格
、
す
べ

て
の
異
な
る
諸
文
化
（
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
）
を
自
ら
進
ん
で
受
容
し
、
そ
れ
ら
の
諸
文
化
を
自
己

の
内
で
統
合
し
よ
う
と
す
る
志
向
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
こ
の
主
張
は
、
全
体
と
し
て
の
文
化
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の

個
々
の
構
成
要
素
に
関
し
て
も
正
し
い
。
ロ
シ
ア
哲
学
に
つ
い
て
、
こ
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
次
の
よ
う
に
言
う
必

要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
良
の
ロ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
が
、
そ
の
思
想
体
系
の
な
か
で
示
し
て
い
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の

あ
ら
ゆ
る
主
要
な
諸
成
果
の
独
創
的
な
「
綜ジ
ン
テ
ー
ゼ合」

で
あ
り
、
ロ
シ
ア
哲
学
の
伝
統
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
歴
史

全
体
の
文
脈
を
抜
き
に
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
。

残
念
な
が
ら
、
一
九
一
七
年
革
命
以
降
、
そ
れ
以
前
の
ロ
シ
ア
哲
学
の
伝
統
は
中
断
さ
れ
た
。
一
九
三
〇
―
五
〇
年
代
に
形
成
さ

れ
た
ソ
ビ
エ
ト
・
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
、
と
く
に
社
会
と
歴
史
の
研
究
に
お
い
て
自
ら
の
諸
成
果
を
残
し
た
と
は
い
え
、
理
念
や

コ
ン
セ
プ
ト
の
面
で
、
革
命
前
の
哲
学
に
比
べ
て
貧
弱
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
古
い
ロ
シ
ア
哲
学
の
さ

ま
ざ
ま
な
伝
統
が
ゆ
っ
く
り
と
再
生
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
際
、
現
代
ロ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
伝
統
を
、
ソ
ビ
エ
ト

哲
学
の
最
も
重
要
な
成
果
お
よ
び
二
十
世
紀
前
半
の
西
洋
哲
学
―
―
西
洋
思
想
の
最
後
の
実
り
豊
か
な
発
展
段
階
―
―
の
さ
ま
ざ
ま

な
独
創
的
な
構
想
と
一
つ
に
結
び
つ
け
て
い
る
。

も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
西
洋
哲
学
が
危
機
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
危
機
か
ら
の
脱
出
は
、
実
証
主
義
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
思
想
体
系
の
支
配
が
克
服
さ
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲

学
が
そ
の
形
而
上
学
的
源
泉
―
―
何
百
年
も
の
、
そ
の
多
面
的
な
発
展
を
保
証
し
て
く
れ
て
き
た
源
泉
―
―
に
回
帰
し
て
は
じ
め
て

可
能
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
分
自
身
の
過
去
と
の
継
承
関
係
を
保

持
し
て
き
た
ロ
シ
ア
の
哲
学
は
、
そ
の
過
去
を
と
お
し
て
、
し
か
も
哲
学
の
歴
史
全
体
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

哲
学
が
今
の
危
機
を
克
服
し
た
後
の
、
哲
学
全
体
の
発
展
の
新
し
い
段
階
の
基
盤
と
な
る
べ
き
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
、
最
も
近
い
と
い
う

点
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
ロ
シ
ア
哲
学
の
歴
史
の
研
究
は
、
十
分
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で
重
要
な
仕
事
で
あ
る
。
将
来
の
哲
学
を
創
り
だ
す
展

望
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ロ
シ
ア
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
錬
磨
さ
れ
て
き
た
最
も
重
要
な
諸
理
念
や
諸
原
理
を
、
ま

さ
に
理
解
し
て
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
将
来
の
哲
学
は
、
人
間
を
「
神
経
系
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
と
見
な
す
現
代
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の
素
朴
な
考
え
方
か
ら
脱
却
し
て
、
人
間
を
無
限
の
謎
に
満
ち
た
存
在
者
―
―
自
然
法
則
に
従
属
せ
ず
、
科
学
的
方
法
に
よ
る
認
識

で
は
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
者
―
―
と
し
て
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
は
、
哲
学
そ
の
も
の
も
、
哲
学
が
常
に
そ

う
だ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
べ
き
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
、
つ
ま
り
、
人
間
の
超
自
然
的
な
本
質
と
、
人
間
の
生
の
目
的
を
説

明
す
る
知
識
の
最
高
の
形
式
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
〇
二
一
年
一
月
六
日 

イ
ー
ゴ
リ
・
エ
ヴ
ラ
ー
ム
ピ
エ
フ


