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１　

哲
学
と
は
な
に
か

―
―〔
質
問
者
〕
こ
の
対
話
を
、
い
く
つ
か
の
と
て
も
一
般
的
な
問
い
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ

な
た
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
あ
な
た
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
哲
学
と
は
な
に
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、

そ
し
て
な
ぜ
哲
学
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
　
そ
う
で
す
ね
、
ま
ず
は
個
人
的
な
答
え
を
述
べ
た
あ
と
で
一
般
的
な
答
え
を
述
べ
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る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
に
と
っ
て
哲
学
と
は
一
つ
の
出
会
い
、
つ
ま
り
は
師
と

の
出
会
い
で
あ
る
か
ら
で
す
。
哲
学
は
、
哲
学
者
と
い
う
人
物
像
と
い
ま
だ
な
お
深
く
結
び
つ
い
て
い
る

と
わ
た
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
ラ
カ
ン
は
、
哲
学
は
師
の
言
説
の
側
に
あ
る
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
褒
め
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
わ
た
し
は
、
こ
の
言
葉
を
引
き
受
け
て
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
が
わ
た
し
を
悩
ま
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
が
ま
だ
ず
っ
と
若
か
っ
た
と
き

―
―
十
六
歳
か
十
七
歳
で
し
た
―
―
、
わ
た
し
は
サ
ル
ト
ル
を
読
ん
で
圧
倒
さ
れ
、
大
き
く
変
え
ら
れ
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
主
観
的
に
は
、
哲
学
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
わ
た
し
が
従
い
た
い
と
思
う
示
唆

が
あ
り
、
そ
の
帰
結
を
展
開
さ
せ
た
い
と
思
う
よ
う
な
タ
イ
プ
の
言
説
と
の
出
会
い
で
し
た
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
タ
イ
プ
の
言
説
は
、
主
体
の
実
在）

1
（

を
そ
れ
と
し
て
直
接
扱
う
と
い
う
特
徴
を
も
っ
た
言

説
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
す
。
そ
れ
は
そ
の
主
体
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
な
な
に
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
主
体
に
よ
る
世
界
の
見
方
を
変
え
た
り
、
善
い
行
為
と
悪
い
行
為
を
区
別
し
た
り
、
そ
う
い

っ
た
こ
と
が
ら
を
目
的
と
し
た
な
に
も
の
か
な
の
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
哲
学
者
と
い
う
人
物

像
が
存
在
す
る
の
で
す
か
ら
、
哲
学
は
一
般
的
言
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
主
体
的
、
あ
る
い
は

主
体
化
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
言
説
が
差
し
向
け
ら
れ
る
も
の
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
よ
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う
な
言
説
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
わ
た
し
を
本
当
に
夢
中
に
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
わ
た
し
は
海

洋
検
査
官
か
森
林
官
か
俳
優
に
な
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
最
終
的

に
哲
学
に
転
向
し
ま
し
た
。

な
に
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
い
か
に
し
て
わ
た
し
は
、
最
初
の
師
で
あ
っ
た
サ
ル
ト
ル
を
こ
え
て
、
わ
た

し
が
受
け
取
り
、
理
解
し
た
よ
う
な
哲
学
を
定
義
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
わ
た
し
は
そ
の
あ

と
サ
ル
ト
ル
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
く
、
端
的
に
彼
を
超
え
て
進
み
、
別
の
こ
と
を
や
っ
た
の
で
す
が
。

し
か
し
、
哲
学
そ
の
も
の
は
わ
た
し
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
た
の
か
。
哲
学
の
実
在
の
正
当
性
と

は
な
に
か
。
な
ぜ
哲
学
は
実
在
す
る
の
か
。
そ
し
て
わ
た
し
は
な
ぜ
哲
学
者
で
あ
る
の
か
。

哲
学
は
実
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
活
動
か
ら
、
普
遍
的
価
値
を
も
ち
う
る
、
あ
る
い
は
も
っ
て
い
る
も
の

を
抜
き
出
そ
う
と
し
ま
す
。
わ
た
し
は
そ
う
で
あ
る
と
思
い
ま
す
―
―
そ
れ
が
批
判
哲
学
や
懐
疑
論
的
哲

（
1
） 

「
主
体
の
実
在
」
と
は
、l’existence du sujet

で
あ
っ
て
、「
主
体
の
実
存
」
の
ほ
う
が
実
存
主
義
の
文
脈
に
お
い

て
は
自
然
な
訳
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
半
の
議
論
で
は
、
実
存
主
義
の
意
味
で
の
実
存
と
い
う
意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
用

い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
バ
デ
ィ
ウ
固
有
の
語
法
を
表
す
も
の
と
し
て
「
実
在
」
と
訳
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
実
存
主
義
の
文

脈
を
参
照
し
て
い
る
と
き
に
の
み
「
実
存
」
と
訳
す
が
、
こ
れ
ら
は
同
じ
語
彙
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
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学
で
あ
る
場
合
で
さ
え
、
彼
ら
は
そ
の
問
い
に
関
し
て
懐
疑
的
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
哲
学
は
、

こ
の
問
い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な

お
こ
れ
こ
そ
彼
ら
に
と
っ
て
の
問
い
な
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
懐
疑
論
者
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
真
理
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
い
ま
す
が
、
懐
疑
論
者
が
そ
う
言
う
の
は
、
ま
さ
に
懐
疑
論
者
が
真
理
に
関
心

を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
問
い
こ
そ
が
真
理
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
存
的
な
ド

ラ
マ
は
、
真
実
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
な
お
そ
れ
は
ひ
と

つ
の
哲
学
的
選
択
で
あ
る
の
で
す
。
哲
学
の
全
体
が
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。
哲
学
は
、
人
間
の
行
為

や
、
人
間
の
思
考
、
人
間
の
創
造
に
お
い
て
、
伝
達
可
能
な
価
値
や
普
遍
的
な
価
値
を
も
つ
こ
と
の
で
き

る
も
の
す
べ
て
を
扱
う
あ
る
種
の
中
心
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
価
値
は
不
可
能
で
あ
る
、

あ
る
い
は
困
難
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
哲
学
を
も
含
み
ま
す
。
そ
れ
ら
も
ま
た
哲
学
の
一
部
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
ら
が
同
じ
問
い
を
証
言
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
考
え
る
哲
学
で
す
。

結
果
的
に
、
哲
学
の
特
徴
と
は
、
そ
れ
が
い
か
に
伝
達
さ
れ
る
か
に
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ

ま
す
。
哲
学
の
伝
達
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
問
い
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
哲
学
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、

哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
世
の
中
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
二
つ
の
道
が
あ
る
と


