
一

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史 

―
―
コ
ゼ
レ
ッ
ク
＝
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
初
の
成
果
―
―

ロ
ル
フ
・
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト

有
坂 

陽
子
・
加
藤 

哲
理　

訳

一　

歴
史
的
意
識

　

歴
史
を
「
我
々
の
過
去
」
の
歴
史
と
す
る
歴
史
的
意
識
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
、我
々
の
過
去
を
あ
る
視
点
か
ら
語
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
を
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
自
己
自
身
の
過
去
の
記
憶
を
通
し
て
歴
史
的
な
自
己
理
解
が
生
ま
れ
、

そ
れ
が
潜
在
す
る
未
来
へ
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
言
語
に
お
い
て
、
過
去
の
歴
史
を
「
物
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
最
初
の
歴
史
的
意
識
が
す
で
に
芽
生
え
て
い
る
場
合
が
あ
る

と
し
て
も
（
物
語
的
歴
史
化
）、
大
抵
の
場
合
に
お
い
て
体
系
的
な
歴
史
化
は
「
言
語
の
書
記
化
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
始
ま
る
（
筆
記

的
歴
史
化
）。
筆
記
的
歴
史
化
は
、
多
く
の
場
合
、
物
語
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
部
分
的
に
は
い
く
つ
か
の
伝
統
の
中
に
お
い
て
は

非
常
に
早
く
か
ら
そ
の
歴
史
化
の
「
方
法
」
に
つ
い
て
の
反
省
が
そ
こ
に
と
も
な
っ
て
い
る
（
方
法
的
歴
史
化
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
で
は
、
十
七
世
紀
以
降
、
特
に
ラ
テ
ン
語

0

0

0

0

と
ド
イ
ツ
語

0

0

0

0

を
中
心
に
歴
史
化
へ
の
波
の
う
ね
り
が
現
れ
て
、
そ
れ

が
様
々
な
知
識
分
野
に
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
十
八
世
紀
に
は
包
括
的
な
哲
学
史
記
述
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
十
八
世
紀
半
ば
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二

以
降
、
ラ
テ
ン
語
に
お
け
る
人
文
諸
学
に
お
け
る
歴
史
化
の
構
想
（historia literaria

）
か
ら
始
ま
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
い
う
地
平
を
は
る
か
に
超
え
て
広
が
る
よ
う
な
歴
史
化
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
〈
普
遍
史
〉
や
〈
世
界
史
〉
と
い
う
名
目
の
も
と
で
、

人
類
の
歴
史
に
つ
い
て
の
新
し
い
意
味
構
想
を
呈
示
し
た
。
歴
史
や
哲
学
な
ど
の
精
神
科
学
の
分
野
に
お
い
て
集
中
的
に
生
じ
た
歴
史
化

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
お
け
る
包
括
的
な
歴
史
的
意
識
を
も
た
ら
し
、
そ
の
伝
統
は
ま
た
、
こ
の
歴
史
記
述
に
よ
っ
て
〈
ヨ
ー
ロ
ッ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

パ
的
伝
統
〉
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
十
八
世
紀
に
お
い
て
ま
す
ま
す
「
進
歩
の
歴
史
」
と
し
て
物
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
、

こ
れ
ら
の
歴
史
化
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
と
哲
学
（
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
よ
う
に
）
が
、
議
論
の
余
地
な
く
、
世
界

の
歴
史
的
発
展
の
最
先
端
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
意
識
は
、
二
十
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
精
神
科
学
に

も
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
世
界
の
多
く
の
国
々
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
や
大
学
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
中
で
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
見
解
は
徐
々
に
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
私
た
ち
は
現
在
、
精
神
科
学
が
総
合
的
な
脱
植
民

地
化
を
目
指
す
過
程
に
い
る
。
こ
の
過
程
を
進
め
て
行
く
に
あ
た
り
、
哲
学
の
う
ち
で
も
哲
学
史
記
述
と
い
う
分
野
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

観
点
か
ら
の
批
判
的
言
説
分
析
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二　

歴
史
化
の
歴
史
化

　

十
七
世
紀
以
降
の
哲
学
史
の
歴
史
化
へ
の
構
想
に
お
い
て
、
所
々
に
お
い
て
哲
学
史
の
様
々
な
歴
史
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
の
反
省
が
見
ら
れ
る
。
と
い

う
の
も
、
数
を
増
し
て
い
く
哲
学
史
記
述
に
よ
っ
て
、
哲
学
史
が
非
常
に
多
種
多
様
な
仕
方
で
、
記
述
さ
れ
、
物
語
ら
れ
、
考
え
ら
れ
う

る
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
種
々
の
歴
史
化
を
回
顧
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
歴
史
化
の
歴

史
化
」
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
化
と
い
う
行
為
自
体
が
反
省
的
に
考
察
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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0
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0

。
哲



三

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

学
の
分
野
の
一
部
と
し
て
の
哲
学
史
記
述
に
加
え
て
、「
哲
学
史
の
歴
史
化

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
意
味
で
、
十
七
世
紀
以
降
さ
ら
に
、
哲
学
史
記
述

0

0

0

0

0

の
歴
史

0

0

0

と
い
う
反
省
的
な
メ
タ
分
野
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
哲
学
史
の
歴
史
と
い
う
研
究
領
域
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
一
六
五
九
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
出
版
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・

ヨ
ン
ジ
ウ
ス
（
一
六
二
四
―
一
六
五
九
）
のScriptoribus H

istoriae Philosophicae Libri IV

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。
ヨ
ン
ジ
ウ

ス
は
北
ド
イ
ツ
出
身
で
あ
り
、
ロ
シ
ュ
ト
ッ
ク
大
学
や
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
で
教
職
に
つ
い
て
い
た
。
死
の
直
前
に
は
彼
は
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
副
校
長
に
も
な
っ
た
。
彼
の
著
書
で
は
主
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
に
よ
る
そ
の
歴
史
的
継

承
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
は
、
哲
学
の
各
学
派
を
検
討
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
書
物
を
通
し
て
伝
承
さ
れ
た
か
を
研
究

し
て
い
る
。
三
冊
目
の
二
十
章
に
お
い
て
の
み
、
彼
は
十
頁
の
長
さ
で
哲
学
史
を
解
説
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
数
世
紀
に
わ
た
る
哲
学
の

歴
史
が
描
写
さ
れ
て
い
る（

1
）。
そ
こ
に
は
ホ
ル
ニ
ウ
ス
、
ガ
ウ
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
、
ヴ
ォ
ッ
シ
ウ
ス
、
ヘ
ウ
ニ
ウ
ス
な
ど
の
比
較
的
新
し

い
著
者
に
つ
い
て
も
註
釈
が
あ
る
。
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
の
著
書
は
、
全
体
と
し
て
、
多
種
多
様
な
歴
史
的
文
献
に
概
観
を
与
え
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
当
時
の
哲
学
史
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
自
己
の
伝
統
の
歴
史
的
由
来
へ
と

関
心
を
抱
い
た
偉
大
な
る
博
識
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
の
著
書
は
一
七
一
六
年
に
第
二
版
が
出
版
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
当
時
の
議
論
に
重
要
な
刺
激
を
与
え
た
。

　

一
七
一
五
年
か
ら
一
七
二
五
年
に
か
け
て
は
、
ハ
レ
に
お
い
て
ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ホ
イ
マ
ン
のActa philosophorum

, 
das ist gründliche N

achrichten aus der historia philosophica
が
三
巻
十
八
部
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
こ
に
集
成
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
は
、
哲
学
史
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
史
そ
れ
自
体
の
意
義
や
範
囲
を
反
省
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

イ
ェ
ナ
大
学
で
学
び
、
の
ち
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
教
鞭
を
と
っ
た
ホ
イ
マ
ン
は
十
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
ド
イ
ツ
で
は
指
折
り
の
著

名
な
学
者
で
あ
っ
た
。A

cta philosophorum

第
一
部
は
「
哲
学
史
入
門
、
そ
の
効
用
に
つ
い
て
の
第
一
章
」（Einleitung zur H

istoria 



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

四

Philosophica. Erstes C
apitel vom

 N
utzen derselben

）
と
あ
り
、
最
後
は
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
に
つ
い
て
の
第
七
章
、「
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヨ
ン

ジ
ウ
ス
に
よ
る
四
巻
の
哲
学
史
の
記
述
」　
（Johannes Jonisii libri IV. de scriptoribus H

istoriae Philosophicae

）
と
い
う
章
で
終

わ
る
。
こ
の
よ
う
に
ホ
イ
マ
ン
は
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
か
ら
の
影
響
を
直
接
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
多
く
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
を

敷
衍
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
個
々
の
章
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
、
ス
タ
ン
レ
ー（

2
）、
グ
ン
ド
リ

ン
グ（

3
）、
ホ
ル
ニ
ウ
ス（

4
）、
グ
ル
ニ
ウ
ス（

5
）、
ブ
ル
ネ
ッ
ト（

6
）、
ヴ
ィ
テ
ニ
ウ
ス（

7
）
な
ど
の
哲
学
史
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、哲
学
の
個
々
の
学
派
に
も
探
り
を
い
れ
て
、「
女
た
ち
に
お
け
る
哲
学
に
つ
い
て
の
報
告
」
と
い
う
長
い
章
を
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
哲
学
に
お
け
る
女
性
た
ち
に
捧
げ
て
い
る（

8
）。
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
に
関
す
る
記
述
の
中
で
ホ
イ
マ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
け
る
初

め
て
の
歴
史
記
述
家
と
な
っ
た
女
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
。
ホ
イ
マ
ン
曰
く
、

　
「
ス
イ
ダ
ス
も
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
も
最
初
のscriptorem

 H
istoriae

を
正
し
く
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
我
々
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
の
確
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
件

に
つ
い
て
読
者
た
ち
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
ヨ
ン
ジ
ウ
ス
自
身
が
我
々
に
と
っ
て
手
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
に

よ
れ
ば
、
最
初
に
そ
の
道
を
切
り
開
い
た
の
は
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
の
妻
か
娘
、
あ
る
い
は
弟
子
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
テ
ア
ノ
と
い
う
名
前

の
女
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
う
ち
の
誰
か
が
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
に
つ
い
てde Pythagora

の
一
冊
の
書
物
を

執
筆
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
こ
の
学
識
あ
る
女
に
、
不
滅
の
栄
誉
を
与
え
る
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る（

9
）。」
ホ
イ
マ
ン
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
け
る
女
性
の
ほ
か
に
も
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
哲
学
に
対
し
て
、個
々
の
章
を
割
り
当
て
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
古

代
エ
ジ
プ
ト
人
の
哲
学
に
つ
い
て
」（
10
）
と
「
中
国
人
の
哲
学
に
つ
い
て
」（
11
）
と
い
う
章
が
み
ら
れ
る
。
ホ
イ
マ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
体

系
的
に
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
哲
学
史
記
述
に
関
す
る
資
料
を
数
多
く
集
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
、
哲
学
史
の

歴
史
と
い
う
分
野
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。



五

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

　

一
七
四
四
年
に
は
、
エ
リ
ア
ス
・
シ
ュ
メ
ル
ザ
ー
ル
に
よ
る
哲
学
の
歴
史
が
、
ド
イ
ツ
語
で
出
版
さ
れ
た（
12
）。
彼
が
自
ら
の
哲
学
の

歴
史
に
つ
い
て
の
描
写
を
始
め
る
前
に
、
主
と
し
て
十
六
、十
七
、十
八
世
紀
に
由
来
す
る
四
十
名
の
著
者
に
よ
る
各
哲
学
史
が
、
三
十
八

頁
に
わ
た
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
メ
ル
ザ
ー
ル
は
体
系
的
な
意
図
を
も
っ
て
哲
学
史
を
眺
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
自
身
の

記
述
は
よ
り
豊
か
で
、
ま
た
改
善
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
に
彼
自
身
の
哲
学
史
が
ユ
ダ
ヤ
哲
学
に
つ
い
て
の
長
い
章
で
始

ま
っ
て
、
さ
ら
に
続
く
の
が
、
カ
ル
デ
ア
人
、
ペ
ル
シ
ャ
人
、
ア
ラ
ビ
ア
人
、
中
国
人
、
イ
ン
ド
人
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
、
ギ
リ
シ
ャ
人
、
ロ
ー

マ
人
、
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
、
そ
し
て
宗
教
改
革
か
ら
十
八
世
紀
の
初
め
ま
で
の
各
哲
学
で
あ
る
。
彼
の
書
物
は
、
最
後
は
「
ト
ル
コ
人
の

世
界
的
叡
智
」
と
い
う
短
い
節
で
終
わ
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
、
一
六
八
六
年
に
ダ
ン
ツ
ィ
ヒ
で
出
版
さ
れ
た
サ
ム
エ
ル
・
シ
ェ
ル
ヴ
ェ
グ

の
ラ
テ
ン
語
に
お
け
るO

ratio de philosophia Turcarum

を
参
照
に
し
て
い
る
。
シ
ュ
メ
ル
ザ
ー
ル
は
、
彼
の
本
に
お
い
て
、
当
時

の
通
例
に
し
た
が
っ
て
、
哲
学
史
に
つ
い
て
の
小
史
と
哲
学
史
を
結
び
つ
け
て
い
る
。
当
時
に
お
い
て
多
く
の
著
者
た
ち
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
外
部
の
哲
学
か
ら
は
じ
め
、
そ
の
後
に
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て
近
世
の
哲
学
を
紹
介
し
て
い
た
の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
十
八
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
哲
学
と
そ
の
歴
史
の
入
門
書
の
新
た
な
種
類
が
登
場
し
て
く
る
。
ド
イ
ツ
語
に
お
い

て
多
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
入
門
書
の
一
つ
が
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ヒ
ス
マ
ン
の
手
に
よ
る
『
哲
学
の
全
分
野
に
お
け
る
精
選
さ
れ
た
文
献

へ
の
知
識
の
手
引
き
』（A
nleitung zur K

enntnis der auserlesenen Literatur in allen Teilen der Philosophie

）で
あ
り
、ゲ
ッ
テ
ィ

ン
ゲ
ン
で
一
七
七
八
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
次
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
す
で
に
哲
学
が
様
々

な
分
野
へ
と
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ヒ
ス
マ
ン
は
、
以
下
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
一
． 

哲
学
の
文

献
的
歴
史 

、
二
．
哲
学
の
歴
史
、
三
．
歴
史
の
哲
学
、
四
．
哲
学
そ
れ
自
体
、
五
．
心
理
学
な
い
し
論
理
学
の
文
献
、
六
．
美
学
の
文
献
、

七
．
形
而
上
学
の
文
献 

、
八
．
自
然
神
学
の
文
献
、
九
．
普
遍
的
な
実
践
哲
学
の
文
献
、
十
．
自
然
法
の
文
献
、
十
一
．
政
治
学
の
文
献
、

十
二
．
哲
学
的
な
習
俗
論
の
文
献 

、十
三
．
教
育
学
の
文
献
。
そ
し
て「
哲
学
の
歴
史
」を
扱
っ
た
第
二
章
は
、こ
の
よ
う
な
問
い
で
始
ま
っ
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て
い
る
。「
論
争
的
な
点
に
つ
い
て
暫
定
的
に
言
及
を
し
て
お
く
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
野
蛮
な
諸
民
族
も
哲
学
の
歴
史
の
う
ち
に
並
置
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
」（
第
十
七
節
）。
そ
こ
で
は
ま
た
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

　
「
多
く
の
哲
学
史
の
執
筆
者
は
、
前
六
世
紀
ご
ろ
の
タ
レ
ス
や
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
時
代
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
の
世
界
知
を
起
源
に
し
て
、

哲
学
の
全
体
が
発
生
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
周
辺
か
ま
た
そ
れ
以
前
に
、
そ
の
他
の
太
古
の
世
界
の
諸
民
族
が
収
集
し
、
ま
た
保
持
し
て
い
た
知
識
も
、
な

ぜ
同
じ
よ
う
に
哲
学
的
な
知
識
と
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
非
社
会
的
野
蛮
の
状
態
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
る
よ
う

な
太
古
の
す
べ
て
の
民
族
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
固
有
の
、
法
や
宗
教
的
概
念
の
体
系
、
つ
ま
り
は
少
な
か
ら
ぬ
哲
学
全
体

の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
は
も
っ
て
い
た
は
ず
で
は
な
い
の
か
！̶

̶

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
法
律
体
系
や
宗
教
体
系
を
自

分
で
築
き
上
げ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
以
前
に
そ
れ
を
培
っ
た
他
の
近
隣
の
民
族
か
ら
継
承
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実

際
に
、こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
野
蛮
人
た
ち
の
宗
教
体
系
の
う
ち
に
も
、我
々
が
そ
れ
を
探
求
で
き
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、世
界
や
そ
の
発
生
、

神
性
や
そ
の
人
間
へ
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
思
弁
的
理
性
の
働
き
に
よ
る
複
雑
な
問
い
か
け
が
、
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

い
っ
た
対
象
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
思
想
は
、
最
古
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
た
ち
の
思
弁
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
時
に
深
遠
で
あ

り
錯
綜
し
た
思
案
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
世
界
の
起
源
や
人
間
の
性
に
つ
い
て
の
説
明
上
の
仮
説
、
神
々
の
自
然
本
性
に
つ
い
て

の
観
念
を
含
ん
で
い
る̶
̶

で
は
な
ぜ
、
自
ら
の
国
家
や
宗
教
の
体
制
に
つ
い
て
洗
練
さ
れ
た
文
化
を
も
っ
た
、
こ
れ
ら
の
太
古
に
お
け

る
民
族
の
す
べ
て
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
を
信
頼
あ
る
歴
史
記
述
者
の
手
に
よ
る
何
ら
か
の
報
告
や
報
告
の
断
片
、
哲
学
史
の
対
象
と
見
な

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」。（S. 31f.

）

　

こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
ヒ
ス
マ
ン
の
本
で
は
九
十
頁
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
哲
学
史
の
領
域
が
取
り
い

れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
多
様
な
種
類
の
哲
学
史
が
手
短
に
言
及
さ
れ
、
そ
し
て
特
徴
づ
け
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
数



七

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

あ
る
所
産
の
う
ち
で
、
以
下
の
も
の
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。「
エ
ジ
プ
ト
の
哲
学
」（
第
二
十
四
章
）、「
カ
ル
デ
ア
の
哲
学
」（
第
二
十
五
章
）、

「
ペ
ル
シ
ャ
人
の
哲
学
」（
第
二
十
六
章
）、「
イ
ン
ド
人
の
哲
学
」（
第
二
十
七
章
）、「
中
国
人
の
哲
学
」（
第
二
十
八
章
）、「
日
本
人
の
哲
学
」

（
第
二
十
九
章
）、「
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
哲
学
」（
第
三
十
章
）、「
ケ
ル
ト
系
民
族
の
哲
学
」（
第
三
十
一
章
）。
そ
の
後
に
続
い
て
い
る
の
は
、

ギ
リ
シ
ャ
や
ユ
ダ
ヤ
教
や
ス
コ
ラ
哲
学
（
ア
ラ
ビ
ア
も
含
む
）
と
近
代
哲
学
に
お
け
る
歴
史
記
述
家
に
つ
い
て
の
詳
細
な
る
情
報
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
ヒ
ス
マ
ン
が
提
供
し
て
い
る
の
は
哲
学
史
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
る
地
点
へ
と
到
達

し
た
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ス
マ
ン
が
第
二
章
だ
け
で
包
括
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
オ
ル
ト
ロ
フ
に
お
い
て
は
、
一
冊
の
本
に
ま

で
拡
充
さ
れ
て
い
る
。そ
の
本
と
は
、一
七
九
八
年
に
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
で
出
版
さ
れ
た
哲
学
の
歴
史
の
文
献
案
内
で
あ
る
。オ
ル
ト
ロ
フ
は
、

ヒ
ス
マ
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
カ
ル
デ
ア
人
、
ペ
ル
シ
ャ
人
、
ア
ラ
ビ
ア
人
、
エ
ジ
プ
ト
人
、
イ
ン
ド
人
、
中
国
人
、
日
本

人
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
な
ど
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
伝
統
か
ら
、
そ
の
本
を
始
め
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
が
そ
れ
に
続
き
、
そ
こ

で
は
ア
ラ
ビ
ア
人
た
ち
に
も
う
一
章
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
オ
ル
ト
ロ
フ
の
本
は
一
方
に
お
い
て
は
哲
学
史
の
歴
史
で
あ
り
、
他
方
に
お

い
て
は
当
時
に
入
手
可
能
で
あ
っ
た
哲
学
の
歴
史
に
つ
い
て
の
広
範
に
わ
た
る
文
献
目
録
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
そ
の
後
す
ぐ
に
、
同
様
の
要
求
を
掲
げ
た
よ
り
包
括
的
な
本
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
一
八
〇
七
年
レ
ム
ゴ
で
出
版
さ
れ
た
ヨ
ハ

ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
の
『
一
般
的
哲
学
史
と
そ
の
文
献
の
百
科
事
典
的
案
内
』
で
あ
る
。
そ
の
本
に
は
「
世
界
全
体
の
知

の
歴
史
を
包
括
し
た
浩
瀚
な
る
作
品
」
と
銘
打
た
れ
た
章
が
あ
り
、
そ
こ
で
エ
ル
ネ
ス
テ
ィ
は
、
彼
の
時
代
に
あ
っ
て
は
も
っ
と
も
包
括

的
な
哲
学
の
歴
史
を
呈
示
し
、
ま
た
そ
れ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
に
狭
め
ら
れ
た
「
哲
学
の
歴
史
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
哲

学
史
描
写
の
全
体
へ
と
徐
々
に
浸
透
し
て
い
き
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
本
を
も
っ
て
し
て
哲
学
史
の
歴
史
に
つ
い
て
の
拡
充
さ
れ

た
考
察
の
伝
統
は
、
い
っ
た
ん
断
絶
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
一
八
五
〇
年
頃
か
ら
は
、「
古
代
」、「
中
世
」、「
近
代
」
と
い
う
図
式
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八

に
則
し
た
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
歴
史
」
だ
け
が
、
ほ
と
ん
ど
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
は
、
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ユ
ー
バ
ー
ヴ
ェ
ク
に
よ
る
三
巻
の
『
タ
レ
ス
か
ら
現
代
ま
で
の
哲
学
の
歴
史
の
大
綱
』（
一
八
六
三

―
一
八
六
六
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
何
世
代
も
の
学
者
た
ち
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
出
発
点
と
し
て
は
な
お
今
日
で
も
、
哲
学
の
歴
史

に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
が
哲
学
の
歴
史
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
に
限
定
し
た
ま
さ
に

そ
の
時
代
に
、
日
本
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
を
受
容
し
始
め
た
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
日
本
人
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
に
だ
け
存
在
し
て
い
た
哲
学
の
歴
史
の
イ
メ
ー
ジ
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
数
十
年
前
に
日
本
人
の
哲
学
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
歴
史
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
は
、
一
八
世
紀
半
ば
以
来
の
、
哲
学
の
歴
史

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
が
今
日
に
い
た
る
ま
で
日
本
で
は
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
挙
げ
ら
れ
た
作
品
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
哲
学
史
の
歴
史
」
と
い
う
メ
タ
分
野
は
、
最
初
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
明
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
十
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
初
め
て
、
さ
ら
な
る
展
開
を
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三　

二
十
世
紀
以
降
に
お
け
る
哲
学
史
記
述
の
歴
史

　

私
の
知
っ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
「
哲
学
史
の
歴
史
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
最
初
の
著
書
は
、
一
九
一
二
年
に
出
版
さ

れ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ラ
イ
ヤ
ー
（Johannes Freyer

）
に
よ
る
作
品
で
あ
る（
13
）。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
、
そ
の
後
国
家
社
会
主
義
に
接
近
し

た
。
こ
の
著
書
を
も
っ
て
、
彼
は
「
哲
学
史
記
述
の
歴
史
」
と
い
う
分
野
を
二
十
世
紀
に
お
い
て
新
た
に
創
設
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
一
九
七
〇
年
以
後
に
な
っ
て
初
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
イ
タ
リ
ア
語
に
お
い
て
継
続
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
名
を
付

さ
れ
た
分
野
は
そ
れ
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
に
お
い
て
様
々
な
名
称
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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世
界
の
多
様
な
言
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の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

ド
イ
ツ
語

哲
学
史
の
歴
史

哲
学
の
歴
史
の
歴
史

哲
学
史
記
述
の
歴
史

英
語

哲
学
の
歴
史
の
歴
史
学

哲
学
の
歴
史
の
歴
史

フ
ラ
ン
ス
語

哲
学
の
歴
史
の
歴
史

イ
タ
リ
ア
語

哲
学
の
一
般
史
の
歴
史

哲
学
歴
史
学
の
歴
史
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一
〇

一
九
七
〇
年
代
以
来
、
哲
学
史
の
記
述
の
歴
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
以
下
の
三
つ
の
長
大
な
る
試
み
に
よ
っ
て

描
か
れ
て
い
る
。

　

一
．
第
一
の
試
み
は
ル
シ
ア
ン
・
バ
ウ
ム
（Lucien B

aum

）
に
よ
る
も
の
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
。

・ 

ル
シ
ア
ン
・
バ
ウ
ム
、「
哲
学
史
の
歴
史
」、
パ
リ
、
一
九
七
三
年
。Lucien B

raun: H
istoire de l’histoire de la philosophie. 

O
phrys, Paris 1973. 

（
14
） 

　

二
．
第
二
の
試
み
は
、
マ
ル
シ
ャ
ル
・
ゲ
ル
ー
（M

artial G
ueroult

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

・ 

マ
ル
シ
ャ
ル
・
ゲ
ル
ー
、「
哲
学
史
の
歴
史
、西
洋
に
お
け
る
そ
の
誕
生
か
ら
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
ま
で
、第
一
巻
」、パ
リ
、一
九
八
四
。「
ド

イ
ツ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
今
日
ま
で
、
第
二
巻
」、
パ
リ
、
一
九
八
八
。「
フ
ラ
ン
ス
、
コ
ン
ド
ル
セ
か
ら
今
日
ま
で
、
第
三

巻
」、
パ
リ
、
一
九
九
二
。M

artial G
ueroult, H

istoire de l’histoire de la philosophie: En O
ccident, des origines jusqu'a 

C
ondillac, B

d. 1, Paris 1984; En A
llem

agne, de Leibniz à nos jours, B
d. 2, Paris 1988; En France, de C

ondorcet à 
nos jours, B

d. 3, Paris 1992.

　

三
．
第
三
の
、
こ
れ
ま
で
に
お
い
て
最
も
包
括
的
な
試
み
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
サ
ン
テ
ィ
ネ
ッ
ロ
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
十
九
世
紀
の
末
ま
で
に
到
達
し
な
が
ら
、
最
後
に
は
ロ
シ
ア
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
。



一
一

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

・ 1.
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
起
源
か
ら『
ヒ
ス
ト
リ
ア
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
カ
』ま
で
」、ブ
レ
ッ
シ
ア
、一
九
八
一
年（
ボ
ッ
テ
ィ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
）D

alle origini rinascim
entali alla “H

istoria Philosophica”. B
rescia: La scuola 1981. (B

ottin Francesco)

・ 2.1

「
デ
カ
ル
ト
の
時
代
か
ら
ブ
ル
ッ
カ
ー
へ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
哲
学
の
一
般
史
」、
ブ
レ
ッ
シ
ア
、
一
九
七
九
年 （
ロ
ン
ゴ
・
マ

リ
オ
） Dall’età cartesiana a B

rucker.  Le storie generali della filosofia in G
erm

ania. B
rescia: La scuola 1979. (Longo 

M
ario)

・ 2.2

「
デ
カ
ル
ト
の
時
代
か
ら
ブ
ル
ッ
カ
ー
へ
、フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
史
、一
六
五
〇
年
か
ら
一
七
五
〇
年
」、ブ
レ
ッ
シ
ア
、 

一
九
七
九
年
（
ピ
ア
・
グ
レ
ゴ
リ
オ
） Dall’età cartesiana a B

rucker. La storia della filosofia in Francia e in Italia, 1650-
1750.  B

rescia: La scuola 1979. (Piaia G
regorio)

・ 3.1

「
後
期
啓
蒙
主
義
と
カ
ン
ト
の
時
代
一
」 

、
ブ
レ
ッ
シ
ア
、
一
九
八
八
年
。Il secondo illum

inism
o e l’età kantiana I. 

B
rescia: La scuola 1988.

・ 3.2

「
後
期
啓
蒙
主
義
と
カ
ン
ト
の
時
代
二
」、
ブ
レ
ッ
シ
ア
、
一
九
八
八
年
。Il secondo illum

inism
o e l’età kantiana II. 

B
rescia: La scuola 1988.

・ 4.1

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
一
、
ド
イ
ツ
圏
の
哲
学
史
学
」
パ
ド
ヴ
ァ
、
一
九
九
五
年
。L’età hegeliana I. La storiografia 

filosofica nell'area tedesca. Padova: 1995.

・ 4.2

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代 

二
、 

新
ラ
テ
ン
語
圏
・
ダ
ヌ
ビ
ア
・
ロ
シ
ア
地
域
に
お
け
る
哲
学
史
学
」、
ブ
レ
ッ
シ
ア
、
一
九
九
五
年
。 

L’età hegeliana II. La storiografia filosofica nell'area neolatina, danubiana e russa. B
rescia: La scuola 1995.

・ 5.

「
一
九
世
紀
後
半
」、
パ
ド
ヴ
ァ
、
二
〇
〇
四
年
。Il secondo ottocento. Padova: A

ntenore 2004.



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

一
二

ブ
ラ
ウ
ン
と
サ
ン
テ
ィ
ネ
ロ
の
構
想
は
、
十
九
世
紀
ま
で
に
お
よ
び
、
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、

イ
タ
リ
ア
語
の
哲
学
史
の
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ゲ
ル
ー
の
試
み
だ
け
が
二
十
世
紀
半
ば
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
サ
ン
テ
ィ
ネ
ロ
の
試
み
以
来
、
様
々
な
言
語
に
お
け
る
哲
学
史
記
述
の

歴
史
を
描
写
し
、
そ
れ
を
言
説
理
論
的
に
研
究
す
る
よ
う
な
体
系
的
な
試
み
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

四
．
哲
学
史
記
述
へ
向
け
た
間
文
化
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
設
定

　

二
十
世
紀
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
哲
学
史
を
構
想
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
い
く
つ
か
生
じ
て
き
た
。
以
下
に
例
を
あ
げ
て

み
た
い
。

・ 

著
者
団
体
（
編
）、哲
学
史
、全
五
巻
。
ベ
ル
リ
ン
。
一
九
五
九
・
一
九
六
三
．（
原
著
は
ロ
シ
ア
語
で
、ド
イ
ツ
語
、中
国
語
、韓
国
語
、

日
本
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

 
A

utorenkollektiv (H
rsg.): G

eschichte der Philosophie. 5 B
ände. B

erlin: V
EB

 D
eutscher Verlag der W

issenschaften 
1959-1963. (U

rsprünglich in R
ussisch. Ü

bersetzt ins D
eutsche, C

hinesische, K
oreanische, Japanische, Spanische

・ 

ジ
ョ
ン
・
プ
ロ
ッ
ト
、「
世
界
的
哲
学
史
」、
全
五
巻
。
デ
リ
ー
、
一
九
六
三
―
一
九
八
九
．

 
Plott, John C

.: G
lobal H

istory of Philosophy. 5 B
ände. D

elhi: M
otilal B

anarsidass 1963-1989.



一
三

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

・ 
中
村
元
、「
比
較
思
想
史
、
並
行
的
発
展
」、
一
九
七
五
．（
15
）

 
N

akam
ura, H

ajim
e: Parallel developm

ents. A
 com

parative H
istory of Ideas. Tōkyō:  K

odansha 1975.

・ 

ニ
ニ
ア
ン
・
ス
マ
ー
ト
、「
世
界
哲
学
」、
一
九
九
九
．

 
Sm

art, N
inian: W

orld philosophies. London: R
outledge 1999.

　

一
方
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
方
向
づ
け
を
も
っ
た
哲
学
史
の
記
述
の
構
想
は
、
中
国
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、

日
本
語
、
韓
国
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ト
ル
コ
語
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
言
語
に
お
い
て
も
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

哲
学
史
の
構
想
を
間
文
化
と
い
う
立
場
か
ら
も
反
省
し
、
批
判
す
る
と
い
う
最
近
の
試
み
は
以
下
の
例
に
み
ら
れ
る
。

・ 

フ
ラ
ン
ツ
・
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ィ
マ
ー
、「
間
文
化
哲
学
、
歴
史
と
理
論
」、
一
九
九
〇
．

 
Franz M

artin W
im

m
er, Interkulturelle Philosophie. G

eschichte und Theorie, W
ien 1990.

・ 

ハ
ミ
ド
・
レ
ザ
・
ユ
セ
フ
ィ
、「
間
文
化
性
と
歴
史
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
哲
学
へ
の
観
点
」、
二
〇
一
〇
．

 
H

am
id R

eza Yousefi, Interkulturalität und G
eschichte. Perspektiven für eine globale Philosophie, R

einbek 2010.

グ
ロ
ー
バ
ル
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
哲
学
史
記
述
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
よ
り
広
範
な
哲
学
的
議
論
の
主
題
と



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

一
四

な
っ
た
。

・ 

ハ
ミ
ド
・
レ
ザ
・
ユ
セ
フ
ィ
、
ハ
イ
ン
ツ
・
キ
メ
ー
ル
（
編
）、「
変
わ
り
ゆ
く
世
界
に
お
け
る
哲
学
と
哲
学
史
記
述
、
理
論
、
問
題
、

観
点
」、
二
〇
一
一
．

 
H

am
id R

eza Yousefi, H
einz K

im
m

erle (H
g.): Philosophie und Philosophiegeschichtsschreibung in einer veränderten 

W
elt. Theorien – Problem

e – Perspektiven. N
ordhausen 2011.

五　

世
界
の
多
様
な
言
語
に
基
づ
く
哲
学
史
記
述
の
歴
史
化

　

哲
学
す
る
こ
と
と
い
う
活
動
は
、
す
べ
て
の
自
然
言
語
に
お
い
て
始
ま
り
う
る
。
同
時
に
ま
た
、
学
術
的
な
哲
学
が
そ
れ
に
よ
っ
て
営

ま
れ
う
る
よ
う
な
言
語
も
、
ほ
ぼ
果
て
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
存
在
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
お
い
て
の
み
で
も
、
十
四
世
紀

ま
で
に
、
す
で
に
四
つ
の
言
語
が
哲
学
の
正
典
言
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
ア
ラ
ビ

ア
語
が
そ
れ
で
あ
る
。
十
四
世
紀
以
降
、
哲
学
の
正
典
言
語
に
は
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ロ

シ
ア
語
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
地
平
の
向
こ
う
側
を
眺
め
れ
ば
、
さ
ら
に
言
語
の
数
は
増
大
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
中
国
語
、
ペ
ル
シ
ャ
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
韓
国
語
、
日
本
語
、
タ
イ
語
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
、
ト
ル
コ
語

や
そ
の
他
の
言
語
な
ど
が
、
相
対
的
に
大
き
な
哲
学
の
言
語
と
し
て
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
こ
こ
挙
げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
言
語
に
お
い
て

「
哲
学
史

0

0

0

」
は
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
名
を
あ
げ
た
言
語
の
多
く
に
お
い
て
、
哲
学
史
は
、
今
ま
で
ま
だ
体
系
的
に
吟
味
さ
れ
、
研

究
さ
れ
て
も
い
な
い
。
そ
の
他
、
イ
ン
ド
哲
学
、
中
国
哲
学
、
仏
教
哲
学
、
日
本
哲
学
に
お
け
る
哲
学
史
記
述
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を



一
五

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

基
盤
と
し
つ
つ
連
関
さ
せ
あ
っ
た
仕
方
で
は
ま
だ
体
系
的
に
研
究
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
多
様
な
言
語
を
含
む
研
究
へ
と
視
野

を
広
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
哲
学
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
ま
ず
も
っ
て
何
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
新
し
い
地
平
を
開
拓

す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
哲
学
史
記
述
へ
の
方
法
に
つ
い
て
新
た
な
こ
と
が
考
案
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
の
地
平
を
開
拓
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
六
年
の
ド
イ
ツ
、
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
大
学
に
お
け
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
け
る
哲
学
史
記
述

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
学
会
に
お
い
て
は
、
ラ
テ
ン
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
中
国
語
、
日
本
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ヘ

ブ
ラ
イ
語
や
そ
の
他
の
言
語
に
お
け
る
哲
学
史
記
述
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
が
以
下
に
収
集
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ル
フ
・
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
（
編
）、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
の
哲
学
史
記
述
」、
二
〇
一
七
．

R
olf Elberfeld (H

g.): Philosophiegeschichtsschreibung in globaler Perspektive. H
am

burg 2017.

　

こ
の
よ
う
な
視
点
を
出
発
点
と
し
て
、
書
記
的
な
形
式
に
お
い
て
哲
学
史
記
述
を
生
み
出
し
て
き
た
す
べ
て
の
言
語
に
お
け
る
哲
学
史

記
述
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
今
ま
で
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
方
面
に
「
哲
学
史
記
述
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
分
野
を
広
げ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
新
し
い
立
場
か
ら
の
研
究
を
可
能
に
し
、
そ
の
枠
組
み
に
輪
郭
を
与
え
る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
広
範
囲
に
わ
た
る
多
様
な

言
語
に
お
け
る
文
献
の
収
集
が
必
要
で
あ
る
。
各
言
語
に
お
け
る
文
献
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
だ
け
を
見
て
い
て
も
、
そ
の
描
写
や
方
法
に
お

い
て
様
々
な
問
い
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
史
に
関
す
る
文
献
に
限
ら
ず
、
タ
イ
ト
ル
に
「
哲
学
史
」
と
い
う

表
示
が
あ
る
も
の
、
ま
た
広
義
に
わ
た
っ
て
「
思
想
史
」
と
理
解
で
き
る
す
べ
て
の
単
著
（
た
だ
し
単
著
の
み
に
収
集
は
限
定
さ
れ
て
い

る
）
が
す
べ
て
収
集
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
区
別
が
導
入
さ
れ
、
ま
た
そ
の
区
別
に
よ
っ
て
、

ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
中
国
語
、
日
本
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ト
ル
コ
語
な
ど
に
お
け
る
哲
学
史
的
な
知
の
形
成
の
「
パ
タ
ー
ン
」
が
捉
え
ら
れ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

一
六

る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
導
入
さ
れ
た
区
別
は
、
各
言
語
の
内
部
に
お
い
て
反
省
的
に
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
「
知
の
形
成
の
パ
タ
ー
ン
」
は
自
然
的
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
長
所
と
短
所
を
も
っ
た
区
別
を
資
料
の

う
ち
に
も
ち
こ
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
各
言
語
内
で
の
分
別
の
方
法
へ
の
反
省
に
お
い
て
批
判
的
に
議
論
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

六　

 
新
し
い
研
究
へ
の
展
望

　

こ
れ
ま
で
の
文
献
収
集
か
ら
は
、
以
下
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
い
専
門
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

一
．
多
様
な
言
語
に
お
け
る
古
来
の
（
十
六
世
紀
以
前
）
学
説
編
纂
的
、
哲
学
史
的
描
写
と
反
省
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
ギ
リ
シ
ャ

語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
ペ
ル
シ
ャ
語
、
中
国
語
、
ラ
テ
ン
語
、
日
本
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
な
ど
。

 

研
究
課
題　
こ
れ
ら
の
多
様
な
言
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
記
述
的
観
点
と
方
法
が
構
築
さ
れ
た
の
か
。

二
．
一
八
〇
〇
年
ま
で
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
と
ド
イ
ツ
語
の
哲
学
史
に
お
け
る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
包
含
。
一
八
〇
〇
年
ま
で
は

イ
ン
ド
、
カ
ル
デ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ア
ラ
ビ
ア
、
中
国
、
日
本
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
哲
学
を
哲
学
史
の
記
述
に
含
む

の
が
常
例
と
し
て
あ
っ
た
。

 

研
究
課
題　
厳
密
に
は
ど
の
地
域
と
分
野
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
。



一
七

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

三
．
十
九
世
紀
初
頭
以
来
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
哲
学
史
に
お
い
て
は
、
哲
学
的

論
証
に
も
と
づ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
哲
学
は
次
第
に
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

 

研
究
課
題　
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
論
証
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
。
排
除
の
戦
略
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
観
察
さ

れ
る
の
か
。

四
．
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
狭
義
の
哲
学
の
分
野
の
外
部
に
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
学
や
中
国
学
や
ア
ラ
ビ
ア
学
や
ユ
ダ
ヤ
学
や
日
本
学
な

ど
の
文
献
学
を
起
点
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
言
語
の
内
部
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
部
の
思
想
に
つ
い
て
の
哲
学
史

0

0

0

が
生
ま
れ

て
き
た
。

 

研
究
課
題　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
文
献
学
的
伝
統
の
中
で
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ユ
ダ
ヤ
教
な
ど
の
哲
学
史
が
記
述
さ

れ
た
の
か
。
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
、
科
学
的
、
政
治
的
な
関
心
が
そ
こ
で
追
求
さ
れ
た
の
か
。

五
．
二
十
世
紀
以
降
に
お
い
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
日
本
語
、
中
国
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
韓
国
語
、
ペ

ル
シ
ャ
語
、
ト
ル
コ
語
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
言
語
に
お
い
て
哲
学
史

0

0

0

が
生
ま
れ
て
い
る
。

 

研
究
課
題　
ど
の
哲
学
的
伝
統
が
そ
こ
で
影
響
力
を
も
ち
、
個
々
の
言
語
で
の
哲
学
史
記
述
に
お
け
る
部
分
的
に
拡
大
さ
れ
た
視

点
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
哲
学
は
新
た
に
組
織
化
さ
れ
た
の
か
。

 

様
々
な
哲
学
に
お
け
る
（
主
要
な
）
言
語
（
ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
日
本

語
、
韓
国
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
等
）
に
よ
る
二
十
世
紀
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
哲
学
史
記
述
に
関

す
る
個
別
研
究
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

一
八

六
．
哲
学
史
記
述
に
お
け
る
哲
学
の
「
国
民
国
家
化
」
が
観
察
さ
れ
、そ
れ
は
ま
た
同
時
に
哲
学
の
伝
統
の
差
異
化
と
並
行
し
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
日
本
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ト
ル
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
、
哲
学
は
部
分
的
に
国

民
国
家
と
言
語
の
境
界
に
お
い
て
分
類
さ
れ
、
哲
学
史
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
（
国
民
国
家
別
の
）
名
称
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。

 

研
究
課
題　
哲
学
の
「
国
民
国
家
化
」
と
は
、
哲
学
全
般
に
お
い
て
、
そ
し
て
特
に
哲
学
史
記
述
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
か
。

七
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
史
に
お
い
て
の
女
性
哲
学
者
に
関
す
る
集
中
的
な
研
究
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
現
在
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
言

語
的
伝
統
に
お
け
る
女
性
哲
学
者
に
関
す
る
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。

 

研
究
課
題　
様
々
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
言
語
的
伝
統
に
お
い
て
女
性
哲
学
者
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
。
ど
の
よ
う

な
基
準
や
視
点
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
部
の
言
語
的
伝
統
に
お
け
る
女
性
哲
学
者
を
探
索
し
判
別
す
る
の
が
有
意
義
で
適
切
で
あ

る
か
。

八
．
哲
学
史
記
述
は
今
ま
で
書
記
的
伝
統
を
中
心
に
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
ま
た
口
承
的
伝
統
に
お
け
る
思
想
や
哲
学
も
哲
学

史
記
述
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。

 

研
究
課
題　
哲
学
す
る
こ
と
の
口
承
的
伝
統
は
ど
の
よ
う
に
哲
学
史
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
か
。

九
．
現
在
す
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
書
か
れ
た
哲
学
史
記
述
へ
の
考
案
が
多
く
存
在
し
、
そ
れ
は
す
で
に
専
門
の
研
究
分
野
と



一
九

世
界
の
多
様
な
言
語
の
地
平
に
お
け
る
「
哲
学
史
」
の
歴
史
〔
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
〕

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
選
択
基
準
に
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
さ
れ
た
視
点
を
要
求
で
き
る
の
か
。
こ

れ
ま
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
哲
学
史
記
述
の
歴
史

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
も
の
は
な
お
も
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
ま
さ
に
研
究
上
の
欠
陥
が

あ
る
。

 

研
究
課
題　
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
言
語
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
方
向
づ
け
を
も
っ
た
哲
学
史
が
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
ま
た
そ

れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
。

　

こ
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
研
究
上
の
観
点
に
よ
る
な
ら
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
の
哲
学
史
記
述
の
歴
史
の
研
究
と
は
、
同
時
に

ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
に
お
け
る
哲
学
の
未
来
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
を
哲
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
で
以
下
の
よ
う
な
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。

一
．
様
々
な
言
語
に
よ
る
様
々
な
哲
学
史
の
う
ち
に
あ
っ
て
、「
世
界
的
な
文
化
遺
産
と
し
て
の
哲
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き

る
の
か
。

二
．
ど
の
作
品
が
哲
学
の
正
典
と
さ
れ
、
哲
学
の
分
野
で
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
。

三
．
将
来
大
学
に
お
い
て
、
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
教
育
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
か
。

四
．
様
々
な
思
想
的
伝
統
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
あ
る
も
の
を
名
づ
け
る
た
め
に
、新
た
な
名
称
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
今
す
ぐ
に
は
答
え
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
哲
学
が
、
大
学
に
お
け
る
分
野
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
、

二
十
一
世
紀
に
根
本
的
に
変
革
さ
れ
、
ま
た
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
確
実
な
こ
と
で
あ
る
。



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
七
号

二
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