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偉
大
さ
と
過
去
性

　
　

―
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
構
想
に
お
け
る
共
同
性
の
概
念
―

山　
　

下　
　
　
　
　

真

一　

問
題
設
定

　

本
稿
の
課
題
は
、
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
展
開
し
た
〈
哲
学

の
世
界
史W

eltgeschichte der Philosophie

〉
構
想
に
お
け
る
、

独
自
の
共
同
性
概
念
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
史
と
い
う

問
題
事
象
に
対
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
考
察
は
、
彼
自
身
の
思
想
の

変
遷
と
歴
史
理
解
に
深
く
根
差
し
、〈
全
般
的
交
わ
りuniverselle 

K
om

m
unikation

〉
の
可
能
性
を
問
う
歩
み
の
一
環
を
成
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
理
路
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
、〈
偉
大

さGröße

〉
と
〈
過
去
性V

ergangenheit

〉
と
い
う
中
心
概
念
、

お
よ
び
そ
れ
ら
の
構
造
的
な
連
関
に
着
目
す
る
。

　

ナ
チ
ス
政
権
下
で
強
い
ら
れ
た
隠
棲
期
間
、
著
述
に
明
け
暮
れ
た

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
戦
後
、
蓄
積
さ
れ
た
哲
学
史
研
究
の
成
果
を
『
偉

大
な
哲
学
者
た
ち
』
第
一
巻
（
以
下
、『
偉
大
』
と
略
記
（
と
し
て

公
表
し
た（

1
（

。
こ
の
表
題
が
示
す
通
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
は

「
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
こ
そ
が
、
哲
学
史
の
根
源
的
現
実
性
で
あ
る
」

（GP, （1

（。〈
哲
学
の
世
界
史
〉
を
具
現
化
す
る
に
あ
た
り
ヤ
ス
パ

ー
ス
が
依
拠
す
る
観
点
と
は
、
過
去
の
哲
学
者
た
ち
の
存
在
そ
の
も

の
で
あ
り
、
彼
ら
の
〈
偉
大
さ
〉
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ま
で
哲
学
史
構
想
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
は
軽
視
さ
れ
て
き

た
。
代
表
的
な
例
は
ザ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、『
偉
大
』
に
孕
ま

れ
た
原
理
的
な
問
題
点
（
後
述
（
を
解
消
す
る
た
め
に
、〈
偉
大
さ
〉

概
念
の
担
う
位
置
づ
け
を
意
図
的
に
引
き
下
げ
る
。
そ
の
論
拠
と
な

る
の
は
、『
偉
大
』
に
先
行
し
て
書
か
れ
た
草
稿
『
哲
学
の
世
界
史 

序
論
』（
以
下
、『
世
界
史
』
と
略
記
（
の
内
に
、
哲
学
史
叙
述
の
よ
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2（

り
多
面
的
な
分
節
化
が
示
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る（

2
（

。
そ
の
記
述
を

勘
案
す
れ
ば
、〈
偉
大
さ
〉
と
い
う
観
点
は
一
面
的
で
あ
り
、「
歴
史

記
述
の
一
つ
の

4

4

4

形
式
に
す
ぎ
な
い（

3
（

」
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
顕
著
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、〈
偉
大
さ
〉
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
観
の

鍵
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
、
不
当
に
も
そ
れ
自
体
と
し
て
主
題

的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
近
年
も
、
こ
の
傾
向
に
変
化

は
見
ら
れ
な
い
。
テ
オ
ハ
ロ
ヴ
ァ
は
、
全
般
的
交
わ
り
へ
至
る
過
程

の
内
に
、
哲
学
史
構
想
の
本
質
的
な
連
関
を
跡
づ
け
て
い
る
が
、
そ

の
彼
も
ま
た
ザ
ー
ナ
ー
の
立
場
を
引
き
継
ぎ
、
よ
り
詳
論
し
て
い
る

に
す
ぎ
ず
、〈
偉
大
さ
〉
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
全
く
不
問
に

付
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る（

4
（

。

　
『
世
界
史
』
で
の
論
述
、
そ
し
て
思
考
の
一
面
化
を
嫌
う
ヤ
ス
パ

ー
ス
の
基
本
的
態
度
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
こ
う
し
た
解
釈
傾
向
は

基
本
的
に
は
首
肯
で
き
る
。
だ
が
他
方
で
、
ザ
ー
ナ
ー
も
認
め
て
い

る
よ
う
に
、
種
々
の
観
点
に
比
し
て
「
中
心
的
」
な
も
の
と
し
て

「
優
先
さ
せ
ら
れ（

5
（

」、
実
際
に
公
刊
に
至
っ
た
の
は
『
偉
大
』
で
あ
っ

た
。
こ
の
事
実
が
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。〈
偉
大
さ
〉
の
内

実
は
問
わ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
全
体
主
義
支
配
下
で

「
交
わ
り
の
断
絶
」
の
渦
中
に
あ
っ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
全
般
的
交

わ
り
の
可
能
性
」
を
求
め
る
た
め
に
〈
哲
学
の
世
界
史
〉
を
構
想
し

た
の
だ
と
語
る
（A

ut, 120f.

（。
当
時
の
ナ
チ
ス
国
家
は
、「
大4

ド

イ
ツ
国Großdeutsches Reich

」
を
旗
印
に
、
自
ら
の
偉
大
さ

4

4

4

を

喧
伝
し
、「
生
存
圏
」
を
求
め
て
領
土
拡
大4

に
驀
進
し
て
い
た
。
か

く
も
不
吉
な
陰
影
を
ま
と
っ
た
言
葉（

（
（

を
あ
え
て
用
い
、
著
作
の
表
題

に
置
く
以
上
、
そ
こ
に
は
強
い
意
図
が
秘
め
ら
れ
て
い
て
よ
い
。
ヤ

ス
パ
ー
ス
は
、
過
去
の
哲
学
者
た
ち
に
、
そ
し
て
哲
学
史
に
託
す
る

こ
と
で
、〈
偉
大
さ
〉
と
い
う
語
を
規
定
し
直
し
、
新
た
に
意
味
を

与
え
返
し
て
い
る
の
だ
と
推
定
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
以
下
で
、
ま
ず
『
哲
学
』
に
依
拠
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲

学
史
観
の
基
本
性
格
を
確
認
し
、
後
の
展
開
の
萌
芽
を
提
示
す
る
。

次
い
で
、
実
存
的
な
哲
学
史
理
解
に
内
在
す
る
問
題
点
と
そ
れ
に
対

す
る
批
判
を
把
握
し
た
上
で
、〈
哲
学
の
世
界
史
〉
構
想
に
お
け
る

〈
偉
大
さ
〉
の
構
造
を
看
取
し
、
そ
こ
か
ら
開
か
れ
て
く
る
共
同
性

概
念
を
明
ら
か
に
す
る
。

二　

哲
学
史
の
実
存
的
把
握

　

ま
ず
は
、
後
年
に
至
る
ま
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
観
に
一
貫

す
る
基
本
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
前
期
の
主
著
『
哲
学
』

（
一
九
三
二
年
（
に
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、

哲
学
的
思
考
と
は
可
能
的
実
存
の
自
己
生
成
で
あ
り
、
各
人
固
有
の

〈
哲
学
す
る
こ
とPhilosophieren

〉
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

遂
行
態
と
し
て
の
哲
学
理
解
に
応
じ
て
、〈
哲
学
史
〉
も
ま
た
実
存

的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
主
要
な
論
点
を
、
以
下
の
四
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点
に
見
る
。

　

①
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
―
過
去
の
哲
学
者
の
思
考
を
記
述

し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
自
体
で
は
あ
く
ま
で
客
観
的
な
知
の
伝

承
物
、「
精
神
的
形
成
物geistiges Gebilde

」（P1, 2（3

（
で
あ

り
、
も
は
や
生
き
た
〈
哲
学
す
る
こ
と
〉
で
は
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
、
対
象
的
に
固
定
化
し
た
哲
学
を
、
哲
学
の
「
現
存
在
形
式

D
aseinsform

」
と
称
す
る
。
そ
の
意
味
で
哲
学
史
と
は
、
さ
し
あ

た
り
著
作
や
「
学
説
」、「
学
派
」
と
い
う
知
識
可
能
な
現
存
在
と
し

4

4

4

4

4

て4

あ
る
（P1, 2（7ff.

（。「
哲
学
は
、
自
ら
が
か
つ
て
い
か
に
存
在
し

た
か
を
意
識
的
に
知
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
現
存
在

4

4

4

を
哲
学
の
歴
史
4

4

と
し
て
有
す
る
」（P1, 2（1
（。
し
か
し
、
過
去
の

哲
学
が
本
質
的
に
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
読
者
各
人
の
〈
哲

学
す
る
こ
と
〉
を
通
じ
て
、
再
び
運
動
に
も
た
ら
さ
れ
る
時
で
あ

る
。
こ
の
内
面
化
の
過
程
を
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
〈
我
が
も
の
と
す
る

こ
とA

neignung

〉
と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
、
事
実
的
に
は
「
テ4

ク
ス
ト

4

4

4

を
理
解
す
る
こ
と
」（P1, 2（（

（
だ
が
、
単
な
る
再
現
的

な
「
同
化A

ssim
ilation

」（P1, 2（5

（
で
は
な
い
。
過
去
の
哲
学

を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
、
自
己
と
他
者
を
「
区
別
す
る
こ

4

4

4

4

4

と4U
nterscheidung

」（ebd.

（
と
い
う
相
反
す
る
作
用
が
本
質
的

に
属
し
て
い
る
。
伝
承
の
理
解
は
、
そ
れ
を
「
拒
否
す
る
」
か
「
我

が
も
の
と
す
る
」
か
の
「
選
択
」（ebd.

（
の
局
面
で
あ
り
、「
得
た

も
の
を
転
化
体
得
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4A
nverw

andeln

を
通
じ
て
」（ebd.

（

自
己
の
存
在
の
仕
方
を
決
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

②
人
格
性
と
交
わ
り
―
こ
う
し
た
「
区
別
の
中
で
一
つ
と
な
る

こ
と
」（P1, 2（（

（
は
、
過
去
の
哲
学
者
た
ち
が
個
別
の
人
格
性
で

あ
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
哲
学
は
、
そ
れ
を
担
っ
た
哲
学
者
の

存
在
と
不
可
分
と
さ
れ
る
。「
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
親
密
な

交
友
関
係innige Freundschaft

の
よ
う
で
あ
る
が
、
過
去
へ
向

け
ら
れ
た
関
係
の
隔
た
りA

bstand

の
内
に
あ
る
」（ebd.

（。
ヤ

ス
パ
ー
ス
は
、
彼
の
哲
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
〈
交
わ
り
〉
を
、
こ

こ
で
は
哲
学
の
歴
史
的
次
元
に
応
用
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
異

質
な
他
者
と
の
間
に
「
愛
し
な
が
ら
の
争
い
」
が
生
じ
る
時
に
の

み
、
双
方
の
自
己
性
は
確
証
さ
れ
る
。〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉

の
相
手
が
哲
学
者4

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

人
な
ら
ざ
る
物4

と
の
間
に
は
、
交
わ
り
は
生
じ
得
な
い
。
単
に
「
テ

ク
ス
ト
」
の
解
釈
で
は
な
く
、
常
に
そ
の
根
底
に
哲
学
す
る
者
の
人

格
的
交
わ
り
を
見
出
す
点
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
独
自
性
は
存
す
る
。

　

③
哲
学
史
の
共
同
性
―
根
源
的
に
異
他
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し

か
し
同
じ
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
過
去
と
現
在
の
哲
学
す
る
者
が
結
び
つ

く
時
、
そ
こ
に
は
際
立
っ
た
〈
共
同
性Gem

einschaft

〉
が
成
立

す
る
。
す
な
わ
ち
、「〔
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
〕
あ
た
か
も
そ

の
根
底
に
一
つ
の
共
同
性
が
あ
り
、
こ
の
共
同
性
の
内
に
は
一
な

る
も
のdas Eine

が
存
在
し
、
そ
し
て
全
て
の
自
己
存
在
が
触
れ

合
う
か
の
よ
う
で
あ
る
」（ebd.

（。
通
常
、
共
同
性
と
は
或
る
性
質
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を
共
有
し
合
う
こ
と
で
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
特
定
の
学
説
や
伝

統
、
立
場
な
ど
が
共
通
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
学
派
」
と
い
う
哲
学

研
究
上
の
共
同
性
が
形
成
さ
れ
る
。
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
言
う
の

は
、
独
自
の
人
格
た
ち
の
間
に
成
り
立
つ
「
自
由
の
連
帯
性
」（P1, 

291

（
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
に
は
、
対
立
こ
そ
が
共
同
を
生

み
出
す
条
件
と
な
る
。
異
他
的
な
者
同
士
が
争
い
な
が
ら
「
真
正
の

哲
学
的
敵
対
関
係
」（ebd.
（
に
立
つ
時
、
そ
こ
に
は
〈
哲
学
す
る

こ
と
〉
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
「
一
層
深
い
共
同
性
」（ebd.

（
が

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

④
進
歩
・
発
展
史
観
の
否
定
―
遠
い
昔
に
生
き
た
哲
学
者
の
言

説
に
対
し
、
今
日
の
知
識
か
ら
見
て
そ
の
個
々
の
部
分
を
論
難
す

る
こ
と
は
容
易
い
。
し
か
し
、
過
去
の
哲
学
者
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ

唯
一
無
二
の
「
完
結
し
たvollendet

」
存
在
で
あ
り
、
独
自
の
意

味
を
有
す
る
。「
哲
学
に
お
け
る
完
結
し
た
も
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ

に
完
結
し
て
い
る
が
故
に
、
改
善
さ
れ
る
こ
と
も
同
一
的
に
反
復

さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」（P1, 2（2

（。
そ
れ
故
に
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
、
第
一
に
、
哲
学
史
に
お
け
る
「
進
歩Fortschritt

」
を
認
め

な
い
。
進
歩
が
あ
り
得
る
の
は
客
観
知
の
蓄
積
の
上
に
成
り
立
つ
科

学W
issenschaft

に
と
っ
て
の
み
で
あ
り
、
非
対
象
的
な
存
在
に

関
わ
る
哲
学
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
第
二
に
、
何
ら

か
の
普
遍
的
原
理
に
も
と
づ
く
哲
学
史
の
「
発
展
」
観
も
拒
否
さ
れ

る
。
こ
れ
は
明
確
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
十
九
世
紀

的
な
哲
学
史
観
へ
の
批
判
を
意
味
す
る
。
過
去
の
哲
学
者
は
、
時
間

軸
上
の
登
場
順
に
従
属
さ
せ
ら
れ
、
後
か
ら
来
る
者
を
準
備
す
る
構

成
要
素
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
大
き
な
ス
ト
ー
リ
ー
の

中
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
全
て
の
哲
学
者
が
固
有
の
人
格
と
し

て
時
間
的
形
態
を
持
ち
、
各
々
が
そ
の
つ
ど
哲
学
の
頂
点
を
成
す
の

で
あ
る
。

三　

歴
史
な
き
哲
学
史
？

　

実
存
哲
学
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
上
述
の
諸
性
格
は
、
後
に
〈
哲
学

の
世
界
史
〉
が
展
開
さ
れ
る
際
に
も
、
基
本
的
に
維
持
さ
れ
続
け

た
。
そ
の
証
左
は
、『
偉
大
』
と
い
う
書
物
の
特
異
な
構
成
に
窺
わ

れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
こ
で
、
歴
史
上
の
先
後
関
係
や
地
域
性
に

囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
多
様
な
哲
学
者
た
ち
を
独
自
の
類
型
論
に
よ

っ
て
グ
ル
ー
プ
化
す
る（

7
（

。
彼
の
哲
学
史
構
想
の
両
極
を
成
す
の
は
、

一
方
で
は
〈
哲
学
す
る
者
〉
と
い
う
実
存
的
な
個
人

4

4

で
あ
り
、
他
方

で
は
〈
哲
学
の
世
界
史
〉
の
統
一
性

4

4

4

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
に

お
け
る
個
と
全
体

4

4

4

4

の
問
題
が
基
調
を
成
す
。

　

ヤ
ス
パ
ー
ス
も
言
う
通
り
、「
哲
学
の
世
界
史
が
最
初
に
意
識

さ
れ
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（GP,  7

（
が
、
も
は

や
そ
れ
は
、
歴
史
の
必
然
的
展
開
を
経
て
全
体
知
に
終
結
す
る
も

の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
目
指
さ
れ
る
の
は
、
各
々
の
時
代
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と
状
況
を
生
き
た
哲
学
的
人
格
が
固
有
の
意
義
を
持
ち
、
し
か

し
無
秩
序
な
「
阿
保
の
画
廊
」
に
陥
る
こ
と
の
な
い
「
普
遍
史

U
niversalgeschichte

」（W
GP, 100

（
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ヤ

ス
パ
ー
ス
は
、
西
洋
哲
学
は
無
論
の
こ
と
、
イ
ン
ド
哲
学
、
中
国

哲
学
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
多
様
性
を
包
括
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル

な
規
模
で
の
哲
学
史
を
構
想
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
哲

学
史
と
は
、
過
去
の
全
哲
学
者
た
ち
が
「
永
遠
の
同
時
代
人ew
ige 

Zeitgenossen

」（GP, 10
（
と
し
て
語
り
合
う
、「
偉
大
な
哲
学
者

た
ち
の
国
と
い
う
理
念
」（ebd.
（
と
な
る
。
現
在
を
生
き
る
私
た

ち
も
ま
た
、
哲
学
す
る
限
り
、
こ
の
開
か
れ
た
国
に
属
し
て
「
哲
学

者
た
ち
と
の
交
際U

m
gang

」（GP,  9
（
を
行
い
、
そ
の
仕
方
に
応

じ
て
哲
学
史
の
叙
述
も
無
限
に
存
在
し
得
る
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ザ
ー
ナ
ー
も
危
惧
す
る
よ
う
に
、
哲
学
者
が
時

代
を
超
え
て
「
同
時
代
人
」
と
し
て
直
接
に
語
り
合
う
と
い
う
企
図

が
、「
な
お
も
哲
学
の
歴
史

4

4

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？（

（
（

」。
む
し
ろ
こ

こ
に
見
ら
れ
る
の
は
無
時
間
性
で
あ
っ
て
、
通
常
の
歴
史
記
述
を
可

能
と
す
る
歴
史
学
的historisch

な
諸
連
関
は
「
抹
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る（

9
（

」。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
構
想
は
、
哲
学
史4

で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
「
非4-

歴4

史4A
-H

istorie

（
（1
（

」
に
他
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
？　

現
に
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
、
こ
う
し
た

非
難
は
為
さ
れ
て
き
た
。
ボ
ル
ノ
ウ
は
、
実
存
哲
学
の
歴
史
理
解

に
対
す
る
詳
細
な
検
討
の
上
で
、〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉
が
抱

え
込
む
「
無
歴
史
性Geschichts-losigkeit

」
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

。

ま
た
ツ
ェ
ル
ト
ナ
ー
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
進
歩
や
発
展
に
代
え
て

「
反-

歴
史
学
的
原
理antihistorisches Prinzip

」
を
導
入
し
て
い

る
と
解
す
る（

（1
（

。
ザ
ー
ナ
ー
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
歴
史
記
述
方
法
の
複

線
化
を
強
調
し
、〈
偉
大
さ
〉
概
念
の
意
義
を
相
対
化
し
た
の
も
、

ま
さ
に
こ
の
理
由
に
よ
る
。「
時
間
の
隔
た
りZeitenabstand

」

が
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
本
質
的
契
機
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
中（

（1
（

、
む
し

ろ
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
れ
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
批
判
に
応
答
す
る
に
は
、
単
純
な
通
史
的
記
述
と
は
異

な
り
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
意
味
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
歴
史
を
考
え
て

い
た
の
か
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
課
題
は
、
哲

学
史
構
想
の
中
枢
に
あ
る
〈
偉
大
さ
〉
の
構
造
を
把
捉
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
果
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

四　
〈
偉
大
さ
〉
の
問
題
構
成

　

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
す
で
に
『
哲
学
』
第
二
巻
「
実
存
開
明
」
で
、

〈
人
間
的
偉
大
さm

enschliche Größe

〉
を
論
じ
て
い
た（

（1
（

。
彼
に

お
け
る
〈
実
存Existenz

〉
と
は
、
人
間
の
非
対
象
的
な
「
根
源

性
」（P1, 2（

（
で
あ
り
、
選
択
と
決
断
を
通
じ
て
世
界
内
に
自
己

を
現
象
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
事
実
的
に
与
え
ら
れ
て
い

る
「
客
観
性
の
諸
形
態
」
を
い
か
に
引
き
受
け
る
か
が
、
そ
の
実
現
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と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
脈
で
、
実
存
に
と
っ
て
の
「
歴
史

学H
istorie

」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
客
観
的

な
「
科
学W

issenschaft

と
し
て
の
歴
史
学
」（P2, 397

（
に
対

し
、
そ
の
知
を
〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、

歴
史
学
の
専
門
研
究
の
意
義
を
当
然
認
め
つ
つ
も
、「
諸
成
果
を
通

じ
て
い
よ
い
よ
見
渡
し
難
く
増
大
す
る
瓦
礫
の
山
」（P2, 39（

（
へ

と
固
着
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
研
究
可
能
な
も
の
を
通
じ
て
、
実

存
が
何
で
あ
っ
た
か
に
迫
る
」（P2, 397

（
こ
と
で
あ
る
。

　

歴
史
学
的
な
資
料
や
「
精
神
諸
科
学

4

4

4

4

4

の
対
象
」（P2, 40（

（
と

し
て
知
ら
れ
得
る
の
は
、「
主
観
と
し
て
の
人
間
が
客
観
的
形
態

と
な
」（P2, 403

（
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
に
と
っ
て
歴
史
学
と
は
、
そ
れ
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、「
実
存
の
自
己
開
明
」
と
い
う
意
味
で
の
「
歴
史
哲
学

Geschichtsphilosophie

」（P2, 400

（
へ
と
転
じ
る
こ
と
に
真
価

が
あ
る
。
客
観
性
の
媒
体
を
通
じ
て
問
わ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
過

去
の
実
存
と
の
交
わ
り
で
あ
る
。「
私
が
〔
過
去
の
偉
大
な
人
間
か

ら
〕
語
り
か
け
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
、
そ
の
つ
ど

一
人
の
単
独
者ein Einzelner

で
あ
る
。
も
は
や
彼
は
本
質
的
に

は
、
一
般
的
な
類
型
で
も
模
範
で
も
な
く
、
精
神
の
現
実
性
と
し
て

の
天
才
で
も
な
く
、［
�
�
］
ま
さ
に
こ
の
人
な
の
で
あ
る
」（P2, 

40（

（。
従
っ
て
『
哲
学
』
に
お
け
る
〈
偉
大
さ
〉
と
は
、
歴
史
上
の

人
間
が
持
つ
、
汲
み
尽
く
し
得
な
い
唯
一
性
の
徴
表
で
あ
り
、〈
偉

大
さ
〉
が
人
間
的

4

4

4

（
な
い
し
人
格
的

4

4

4

（
偉
大
さ
で
し
か
あ
り
得
な
い

の
も
、
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
未
だ
展
開
の
余
地
を
残
し
た
論
述
に
留

ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
偉
大
さ
の
概
念
は
、
①
「
平
均

と
し
て
の
人
間
像
に
対
す
る
」「
非
凡
な
も
の
」（P2, 405

（
と
い

う
通
常
の
意
味
を
前
提
し
て
い
る
の
み
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
独
自
の
規

定
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
②
同
様
に
、
偉
大
な
個
人
に
つ
い
て

語
ら
れ
て
い
て
も
、
個
と
全
体

4

4

4

4

と
の
関
係
性
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て

い
な
い
。
③
歴
史
学
全
般
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
に
留
ま
り
、
後

年
の
よ
う
に
哲
学
史
叙
述
に
と
っ
て
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

本
質
的
な
意
義
が
見
出
さ
れ

て
は
い
な
い
。
―
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
構
想
に
と
っ
て
、
こ
れ

ら
の
問
題
が
い
か
に
深
め
ら
れ
、
何
故
〈
偉
大
さ
〉
の
概
念
が
主
導

的
と
な
っ
た
の
か
？　

そ
れ
は
、
哲
学
史
が
〈
哲
学
の
世
界
史
〉
へ

と
展
開
す
る
た
め
に
、
開
か
れ
た
全
体
性
の
も
と
で
再
考
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

五　
〈
偉
大
さ
〉
と
開
か
れ
た
全
体

　
『
偉
大
』
の
序
論
は
、
ま
さ
に
「
偉
大
さ
と
は
何
か

4

4

4

4

4

4

4

？
」
の
問
い

を
掲
げ
て
開
始
さ
れ
る
（GP, 29

（。
そ
こ
で
ま
ず
行
わ
れ
る
規
定

は
、
偉
大
さ
と
或
る
特
定
の
量
的
な
も
の
と
の
区
別
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
た
と
え
量
的
に
著
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
業
績
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と
有
用
さ
の
内
に
は
ま
だ
偉
大
さ
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、

偉
大
さ
は
測
り
得
な
いnicht m

eßbar

か
ら
で
あ
る
」（ebd.

（。

無
論
、「
偉
大
さ
」
と
訳
し
て
き
たGröße

と
い
う
語
は
、
或
る

「
大
き
さ
」
や
「
量
」、「
程
度
」
と
い
う
意
味
も
持
つ
。
だ
が
こ
こ

で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
〈
偉
大
さ
〉
を
、
そ
の
無
限
定
性
と
し
て
の
大
き

4

4

さ
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、「
私
た
ち
に
と
っ
て
偉
大

さ
が
ま
だ
現
に
存
在
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
私
た
ち

が
量
的
な
も
の
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
」（GP, 31

（
り
、

対
象
的
な
世
界
の
内
に
〈
偉
大
さ
〉
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

領
土
や
国
家
の
大
き
さ
も
、
限
定
さ
れ
た
量
的
存
在
に
す
ぎ
ず
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
何
ら
偉
大
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、「
最

も
偉
大
な
者
も
最
も
卑
小
な
者
も
全
て
、
真
理
を
意
志
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
全
体Ganze

へ
と
関
係
し
、
全
体
に
帰
属
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
実
際
、
最
も
偉
大
な
人
々
の
意
識
と
は
、
或
る
測
り
難
い
全

体ein unerm
eßliches Ganze

の
た
め
に
仕
え
る
こ
と
で
あ
る
」

（GP, （3

（。
こ
こ
で
〈
偉
大
さ
〉
は
、
哲
学
史
と
い
う
事
象
を
成
り

立
た
せ
る
、
開
か
れ
た
全
体
を
指
示
す
る
概
念
と
し
て
、
新
た
な
意

味
を
獲
得
し
て
い
る
。

　

元
来
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は
、
有
限
な
個4

が
全
体
4

4

を
問
う
〈
存
在

の
探
求
〉
の
遂
行
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
実
存
哲
学
は
本
質
に
お

い
て
形
而
上
学
で
あ
る
」（P1, 27

（
と
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
超

在T
ranszendenz

は
、
実
存
に
と
っ
て
の
暗
号
と
し
て
現
象
す
る

の
み
で
、
客
観
的
に
は
固
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
全
体
へ
の
肉

薄
は
、
実
現
す
る
と
と
も
に
消
失
す
る
存
在
経
験
に
留
ま
り
、
絶
対

化
を
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
実
存
と
超
在
と
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
構
想
に
お
け
る
〈
偉
大
さ
〉
の
構
造
も
、
二

種
の
開
か
れ
た
全
体
の
相
補
運
動
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。

　

ま
ず
一
方
で
、
哲
学
者
た
ち
の
〈
偉
大
さ
〉
は
、
彼
ら
の
実
存

4

4

か
ら
発
す
る
の
で
あ
っ
た
。「
実
存
の
無
限
性
は
、
開
か
れ
た
可
能

性
と
し
て
終
結
な
き
も
の
で
あ
る
」（P2,  2

（。
そ
の
意
味
で
「
偉

大
さ
と
は
、
強
制
的
な
基
準
を
持
た
な
い
が
故
に
、
或
る
開
示
さ

れ
た
秘
密ein offenbares Geheim

nis

で
あ
る
」（GP, 31

（
と

も
語
ら
れ
る
。
過
去
の
哲
学
者
が
現
在
哲
学
す
る
者
に
と
っ
て
交

際
の
相
手
と
な
り
得
る
の
は
、
彼
ら
過
去
の
実
存
た
ち
が
、
開
か

れ
た
人
格
と
し
て
、
批
判
や
争
い
を
容
れ
る
だ
け
の
大
き
さ
を
持

つ
こ
と
に
よ
る
。
従
っ
て
偉
大
な
哲
学
者
は
、「
人
間
の
神
格
化

M
enschenvergötterung

」（GP, 33ff.

（
を
一
切
被
っ
て
は
な
ら

ず
、
む
し
ろ
常
に
「
疑
わ
し
さFragw

ürdigkeit

」（GP, 72ff.

（

の
中
に
あ
っ
て
こ
そ
守
ら
れ
て
い
る
。「
偉
大
な
人
間
は
、
存
在

の
全
体
の
反
照W

iderschein

の
よ
う
に
、
無
限
に
解
釈
可
能

unendlich deutbar

で
あ
る
」（GP, 29

（。
彼
ら
の
汲
み
尽
く
し

得
な
い
存
在
は
、「
人
格
的
に
包
括
す
る
も
の
」（GP, 92

（
で
あ
り
、

決
し
て
全
体
化
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
他
方
で
、
実
存
に
と
っ
て
超
在

4

4

の
暗
号
が
現
れ
た
よ
う
に
、
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過
去
と
の
人
格
的
な
交
際
に
立
つ
者
に
は
、「
偉
大
な
哲
学
者
た
ち

の
国
」
と
し
て
の
哲
学
史
が
現
れ
得
る
。「
我
々
は
〔
偉
大
な
哲
学

者
へ
の
〕
聴
取
し
問
い
か
け
る
運
動
に
到
達
す
る
。
そ
の
時
初
め

て
、
本
来
的
に
交
際
が
始
ま
る
。
或
る
形
而
上
学
的
な
内
実
の
空
間

が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
」（GP, （0

（。
そ
れ
は
、
交
際
の
遂
行
と
と

も
に
切
り
拓
か
れ
つ
つ
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
交
際
が
生
じ
る
こ
と
を

可
能
と
し
て
い
る
、
共
同
性
の
空
間
で
あ
る
。
偉
大
な
哲
学
者
た
ち

が
「
人
間
の
諸
可
能
性
の
持
つ
諸
力M

ächte

の
具
現
化
」（GP,  9

（

で
あ
る
の
に
対
し
、
哲
学
史
は
そ
れ
ら
「
諸
可
能
性
の
全
空
間 

gesam
ter Raum

」（GP, （0

（
と
言
わ
れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と

っ
て
哲
学
史
と
は
、
哲
学
史
を
我
が
も
の
と
す
る
一
切
の
多
様
な
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
そ
の
内
に
あ
っ
て
包
括
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、「
諸
々
の
精
神
の
争
い
が
生
じ
る
場
で
あ
る
「
諸
力
」
の
空
間
」

（GP,  （

（
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
哲
学
者
の
国
」
が
開

か
れ
た
全
体
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。「
こ
の
国
は
、
そ
の
広
が

り
と
諸
分
肢
を
誰
も
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
い
か
な
る
規
定
可

能
な
諸
限
界
も
持
た
な
い
」（GP, 44f.

（。
そ
の
無
限
定
な
「
測
り

難
さ
」
の
内
で
は
、
全
て
の
〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉
は
そ
の
つ

ど
の
一
解
釈
、「
あ
の
〔
哲
学
者
の
〕
国
の
反
射A

bglanz

」（GP, 
11

（
で
あ
る
に
留
ま
り
、
哲
学
史
全
体
を
確
定
的
に
把
握
す
る
も
の

で
は
な
い
。

　

か
く
し
て
看
取
さ
れ
た
の
は
、
哲
学
者
と
い
う
個

4

4

4

4

4

4

4

の
内
な
る
測
り

難
さ
と
、
哲
学
史
と
い
う
開
か
れ
た
全
体

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
測
り
難
さ
と
の
相
互
連

関
と
し
て
成
り
立
つ
、〈
偉
大
さ
〉
概
念
の
循
環
的
構
造
で
あ
る
。

過
去
と
の
哲
学
的
交
際
に
よ
っ
て
哲
学
史
は
無
尽
蔵
な
も
の
と
し
て

開
示
さ
れ
、
無
尽
蔵
な
哲
学
史
に
与
っ
て
の
み
交
際
は
成
就
す
る
。

〈
偉
大
さ
〉
と
は
、
含
み
つ
つ
含
ま
れ
る
こ
の
開
か
れ
た
全
体
の
徴

表
で
あ
る
。

六　
〈
過
去
性
〉
と
哲
学
史
の 

　
　

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

　

そ
れ
で
は
、「
包
括
的
な
一
な
る
全
体
と
し
て
の
事
象
」（GP, 

（3

（
で
あ
る
哲
学
史4

の
内
に
は
、
い
か
な
る
固
有
の
歴
史
性
が
伏

在
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
哲
学
史
構
想
の
進
展
に
と
も
な
う

〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉
の
再
定
式
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
先
に
見
た
通
り
、『
哲
学
』
で
の
〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉

は
、
実
存
的
交
わ
り
の
構
造
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
実
存

的
交
わ
り
が
、
現
に
存
在
す
る
二
者
間
の
関
係
性
で
あ
る
の
に
対

し
、〈
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
〉
は
、
現
に
存
在
す
る
者

4

4

4

4

4

と
、
も
は

や
存
在
し
な
い
者

4

4

4

4

4

4

と
の
間
に
成
り
立
つ
事
態
で
あ
る
。『
偉
大
』
で

は
、
そ
れ
は
明
確
に
「
死
者
た
ち
と
の
交
際 U

m
gang m

it den 
T

oten

」（GP, 59

（
と
呼
ば
れ
る
に
至
る（

（1
（

。「
人
間
が
歴
史
を
持
つ

の
は
、
偉
大
さ
が
過
去
性 V

ergangenheit

か
ら
人
間
へ
と
語
り
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か
け
て
く
る
時
で
あ
る
」（GP, 29

（。
ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
、
す
で
に

哲
学
史
を
「
哲
学
す
る
こ
と
の
想
起
す
る
交
わ
りdie erinnernde 

K
om

m
unikation

」（P1, 2（3

（
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
側
面
が
「
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
の
過
去
性
」

（W
GP, （2

（
へ
と
深
め
ら
れ
る
の
は
、〈
哲
学
の
世
界
史
〉
に
至
っ

て
で
あ
る
。

　

哲
学
史
の
共
同
性
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
人
々

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
す
で
に
過
ぎ

4

4

4

4

4

去
っ
た
非
存
在

4

4

4

4

4

4

と
の
間
に
成
立
す
る
。
さ
し
あ
た
り
、
哲
学
史
の
伝

承
物
の
中
で
「
死
者
た
ち
は
沈
黙
し
て
い
る
」（W

GP, （5

（。
し
か

し
、
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
問
い
質
す
者
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
見
出

さ
れ
る
の
は
「
人
間
の
実
存
的
な
歴
史
性
の
痕
跡Spur

」（W
GP, 

137

（
で
あ
る
。
生
者
が
「
過
ぎ
去
っ
た
思
想 vergangenes 

Gedanke

」（W
GP, 45

（ 

を
我
が
も
の
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

か
つ
て
そ
の
思
想
を
担
っ
た
死
者
た
ち
が
、
唯
一
的
な
「
忘
れ
得
ぬ 

unvegeßlich

人
間
」（GP,  9

（
と
し
て
語
り
か
け
、
応
答
し
て
来

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
相
互
関
係
と
し
て
の

「
想
起
」
と
は
、
生
者
が
過
去
性
の
内
か
ら
死
者
の
声
を
聴
き
取
る

仕
方
に
他
な
ら
な
い
。
―
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
時
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
が
語
る
哲
学
史
と
は
、
単
な
る
「
非-

歴
史
」
と
は
呼
び
得
な
い
。

そ
れ
は
、
通
常
の
歴
史
叙
述
が
問
う
こ
と
の
な
い
事
態
、
そ
も
そ
も

も
は
や
存
在
し
な
い
人
々
と
い
か
に
対
話
し
得
る
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
、
実
践
す
る

試
み
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、「
諸
可
能
性
の
全
空
間
」
と
言
わ
れ
た
哲
学
史
と
は
、

過
ぎ
去
っ
た
可
能
性
、
失
わ
れ
た
可
能
性
に
よ
っ
て
充
溢
さ
れ
、
哲

学
し
た

4

4

者
た
ち
と
哲
学
す
る
4

4

者
た
ち
と
を
結
ぶ
共
同
性
の
空
間

4

4

4

4

4

4

で
あ

る
。
こ
の
特
異
な
共
同
性
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
好
ん
で
用
い
る
〈
永

遠
ノ
哲
学 philosophia perennis

〉
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
も
名

指
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
古
来
か
ら
の
歴
史
を
通
じ
て
真
に
存
在
す

る
「
た
だ
一
つ
の
哲
学

4

4

4

4

4

4

4

」
で
あ
っ
て
、「
誰
も
そ
れ
を
所
有
す
る
こ

と
が
な
い
」（P1, 2（4

（。
世
界
史
上
に
実
現
し
た
哲
学
的
思
考
の

多
様
性
は
、
全
て
が
「
永
遠
ノ
哲
学
の
一
表
現
」（W

GP, 55

（
に

留
ま
り
、
唯
一
絶
対
の
哲
学
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

4

を
占
有
し
得
な
い
。
―
こ

う
し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
意
図
は
、
哲
学
史
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ズ
ム
4

4

の
貫
徹
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
哲
学
的
共
同
性
の
開
示
で

あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
「
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
数
千
年
を

通
じ
て
相
互
に
精
神
的
対
話
を
行
う
中
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
或
る
共
通
な
も
のein 

Gem
einsam

es

の
内
に
生
き
て
い
る
。［
�
�
］
そ
の
共
通
性
を
創

り
出
す
の
は
、
永
遠
ノ
哲
学
で
あ
り
、
最
も
遠
い
人
々
で
さ
え
も

が
そ
の
共
通
性
の
内
で
互
い
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
」（W

GP, 
5（

（。
過
去
の
哲
学
者
と
交
際
し
、
自
ら
哲
学
す
る
こ
と
は
、
各
人

の
実
存
に
も
と
づ
く
唯
一
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
で
あ
り
、
全
て

が
異
な
る
と
と
も
に
、
全
て
が
対
等
の
意
義
を
も
っ
て
共
存
し
得

る
。
哲
学
史
へ
の
「
入
場
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
開
か
れ
て
」（GP, 

12

（
お
り
、
彼
ら
は
皆
、
哲
学
史
と
い
う
「
一
な
る
も
の
」
に
与
っ
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て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
共
同
性
は
、
過
去
の
実
存
た
ち
と
争
い
合

い
、
ま
た
、
過
去
の
実
存
を
め
ぐ
っ
て
現
在
の
実
存
た
ち
と
争
い
合

う
こ
と
と
し
て
の
み
、
実
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

七　

結
語

　

以
上
の
通
り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
構
想
に
お
け
る
共
同
性
の

理
路
を
表
現
す
る
も
の
こ
そ
〈
偉
大
さ
〉
の
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
哲
学
者
の
国
と
い
う
空
間

4

4

的
な
開
け
と
と
も
に
、
哲
学
者
た
ち

の
過
去
性
と
い
う
「
時
間

4

4

の
隔
た
り
」
を
も
内
に
蔵
し
た
、
多
重
的

な
包
括
的
全
体
の
構
造
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
哲
学
史
の
空
間

は
、
歴
史
学
的
な
遠
近
や
時
間
的
な
先
後
関
係
、
伝
統
や
言
語
の
共

有
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
存
在
か
非
存
在
か
と
い
う
究
極
的
な

断
絶
を
も
結
ぶ
、
最
も
大
い
な
る

4

4

4

4

共
同
性
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「
哲
学
の
一
な
る
世
界
史
の
現
前
性
は
、
全
般
的
交
わ
り
の
た
め
の

枠
と
な
り
得
る
」（A

ut, 121

（
と
も
語
ら
れ
る
。
こ
の
共
同
性
は

「
最
も
遠
い
人
々
」、
す
な
わ
ち
、
哲
学
し
得
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
人

間
へ
と
、
ま
た
同
時
に
、
生
者
の
み
な
ら
ず
死
者
に
対
し
て
も
開
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
参
照
指
示
に
は
、
以
下
の
略
号
を

用
い
、
頁
数
を
括
弧
に
入
れ
て
文
中
に
記
し
た
。〔 

〕
内
は
引
用
者
に
よ

る
補
足
、［
�
�
］
は
省
略
を
示
す
。

　

A
ut : Philosophische A

utobiographie （195（

（, erw
. N

euausga-
be,  M

ünchen 1977.

　

GP : D
ie großen Philosophen. E

rster Band 

（1957

（, M
ün-

chen/Zürich 19（1.

　

P1 -P3 : Philosophie. 3Bde. 

（1932

（, Berlin/Göttingen/H
eidel-

berg  195（.

　

W
GP : W

eltgeschichte der Philosophie. E
inleitung, hg. von 

H
. Saner, M

ünchen/Zürich 19（2.

　
　
《
注
》

（
1
（ 

ヤ
ス
パ
ー
ス
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
、〈
哲
学
の
世
界
史
〉
が
着

想
さ
れ
た
の
は
一
九
三
七
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
存
哲
学
以
後
の

彼
の
思
索
に
お
い
て
〈
哲
学
的
論
理
学
〉
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
る

べ
き
両
輪
で
あ
っ
た
（A

ut, 120f.

（。
こ
の
構
想
の
中
核
を
成
す
の

が
、『
偉
大
な
哲
学
者
た
ち
』
と
『
哲
学
の
世
界
史 

序
論
』
と
い
う

二
著
で
あ
る
。
前
者
は
、
全
三
巻
の
構
想
を
示
し
つ
つ
も
、

一
九
五
七
年
の
第
一
巻
の
み
の
刊
行
に
終
わ
っ
た
。
後
者
は
、
そ
れ

に
先
立
ち
五
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、

前
者
に
は
見
ら
れ
な
い
種
々
の
論
点
を
含
む
が
公
表
さ
れ
ず
、
ザ
ー

ナ
ー
の
編
集
に
よ
り
遺
稿
と
し
て
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
構
想
全
般
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
が
概

観
を
与
え
て
い
る
。
重
田
英
世
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
観
」（
実

存
主
義
協
会
『
実
存
主
義
』
第
二
七
号
、
一
九
六
三
年
（、
平
野
明

彦
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
史
観
に
つ
い
て
―
偉
大
な
哲
学
と
偉
大

な
人
格
―
」（
日
本
大
学
哲
学
研
究
室
『
精
神
科
学
』
第
三
七
号
、
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一
九
九
八
年
（。

（
2
（ V

gl. H
ans Saner, V

orw
ort des H

erausgebers, in: W
GP, 

S. （ff.
（
3
（ Saner, a.a.O

., S.5f.

（
4
（ Genoveva T

eoharova, K
arl Jaspers’ P

hilosophie auf 
dem

 W
eg zur W

eltphilosophie,  W
ürzburg 2005, S. 7 （ff.

（
5
（ Saner, a.a.O

., S. （.

（
（
（ 

『
偉
大
』
刊
行
の
四
年
前
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
戦
中
の
講
義

に
あ
っ
た
「
こ
の
運
動
の
内
的
真
理
と
偉
大
さ
」
と
い
う
文
言
を
修

正
せ
ず
に
発
表
し
、
糾
弾
さ
れ
た
こ
と
も
想
起
し
て
よ
か
ろ
う
。

V
gl. Jürgen H

aberm
as, Zur V

eröffentlichung von V
orle-

sungen aus dem
 Jahre 1935 （1953

（, in: Philosophisch-poli-
tische Profile, erw

. A
usgabe, Frankfurt a.M

. 199（.

（
7
（ V

gl. GP, 4（ff.

（
（
（ Saner, a.a.O

., S.5.

（
9
（ ebd.

（
10
（ ebd.

（
11
（ V

gl. O
tto Friedrich Bollnow

, Existenzphilosophie und 
Geschichte. V

ersuch einer A
useinandersetzung m

it K
arl 

Jaspers （193（

（, in: K
arl Jaspers in der D

iskussion, hg. von 
H

. Saner, M
ünchen 1973, S.  247ff.

（
12
（ V

gl. H
erm

ann Zeltner, Existenzielle Philosophiehisto-
rie? K

ritische Bem
erkungen zu K

arl Jaspers’ T
heorie der 

Philosophiegeschichtsschreibung, in: A
rchiv für G

eschich-
te der Philosophie, V

ol. 42, 19（0, S. 294f. 

た
だ
し
ツ
ェ
ル
ト

ナ
ー
の
こ
の
論
文
は
、『
偉
大
』
の
刊
行
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、

同
書
の
内
容
は
参
照
し
て
い
な
い
旨
、
断
ら
れ
て
い
る
。

（
13
（ V

gl. H
ans-Georg Gadam

er, W
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歴
史
叙
述
に
お
け
る
人
間
の
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大
さ
〉
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『
世
界
史
』
で
は
、
ま
だ
過
去
の
哲
学
者
と
の
「
交
わ
り
」
と
い

う
語
用
が
見
ら
れ
る
が
、『
偉
大
』
で
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
「
交
際
」

に
統
一
さ
れ
て
お
り
、
明
確
に
概
念
の
使
い
分
け
が
為
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
生
者
に
の
み
適
用
可
能
な
「
交
わ
り
」
に
対
し
、
死

者
と
の
哲
学
史
的
関
係
が
持
つ
独
自
性
を
区
別
す
る
た
め
に
、「
交

際
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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