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今
、
哲
学
の
分
野
に
お
い
て
「
世
界
哲
学
」
と
い
う
考
え
方
が
注
目
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
哲
学
」
と
言
え
ば
西
欧
哲
学
を
指
し
示
し
て

お
り
、
日
本
の
大
学
に
「
哲
学
」
の
講
座
が
開
講
さ
れ
て
以
来
、
そ
れ
は

西
洋
哲
学
史
の
紹
介
と
受
容
を
意
味
し
て
い
た
。
現
代
で
も
そ
れ
は
変
わ

ら
ず
、
わ
が
国
の
哲
学
界
に
お
け
る
哲
学
研
究
は
も
っ
ぱ
ら
欧
米
の
哲
学

が
主
流
で
あ
る
。

　
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
を
迎
え
た
二
一
世
紀
、
哲
学
も
地
球
規
模
的

眺
望
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
前
世
紀
以
来
、
知
の
領
野
は
徐
々

に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
き
た
が
、
哲
学
史
の
枠
組
み
は
い
ま
だ
そ
の
方
向

へ
と
更
新
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
新
し
い
哲
学
史
の
構
想
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、「
日
本
哲
学
」
と
い
う
分
野
が
、
近
年
、

国
外
の
若
手
研
究
者
の
間
で
強
い
関
心
を
示
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
研
究

の
勢
い
に
は
目
を
瞠
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
日
本
の
哲
学
書
の
欧
米
語

へ
の
翻
訳
、
さ
ら
に
欧
米
語
の
日
本
哲
学
雑
誌
も
刊
行
さ
れ
、
日
本
哲
学

関
連
の
学
会
が
国
外
で
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
期

に
中
江
兆
民
を
し
て
「
日
本
に
哲
学
な
し
」
と
語
ら
し
め
た
西
欧
中
心
主

義
の
哲
学
史
観
を
乗
り
越
え
、
よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
状
況
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
脱
西
欧
化
を
企
図
す
る
「
世
界
哲
学
」
の
構
想
は
、
一
つ

の
新
た
な
知
の
枠
組
み
を
呈
示
す
る
日
本
哲
学
か
ら
、
ま
さ
に
多
く
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
今
回
は
、
日
本
の
哲
学
を
そ
の
研
究
主
題
に
し
て
い
る
張
政
遠
氏

（
香
港
）、
フ
ェ
リ
ペ
・
フ
ェ
ハ
ー
リ
氏
（
ブ
ラ
ジ
ル
）、
ロ
マ
ン
・
パ
シ

ュ
カ
氏
（
ル
ー
マ
ニ
ア
）
の
若
手
研
究
者
が
登
壇
し
、「
世
界
哲
学
」
に

お
け
る
「
日
本
哲
学
」
の
位
置
づ
け
、
役
割
な
ど
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ

れ
た
。
ま
た
「
世
界
哲
学
」
と
い
う
概
念
自
体
に
、
事
実
ま
だ
明
確
な
定

義
が
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
近
こ
の
テ
ー
マ
で
積
極
的
に
パ

ネ
ル
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
さ
れ
て
お
ら
れ
る
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学

が
ご
専
門
の
東
京
大
学
教
授
、
納
富
信
留
氏
に
そ
の
詳
細
な
内
容
と
方
向

〈
特
集
２　

世
界
哲
学
を
リ
ー
ド
す
る
日
本
哲
学
〉
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目
指
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
中
村
元
博
士
が
創
出
さ
れ
た
「
比
較
思
想
」
は
、

そ
う
し
た
課
題
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
視
座
に
立
て

ば
、「
日
本
哲
学
」
は
「
日
本
思
想
」
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
あ
え
て
「
日
本
哲
学
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
理
論
的

根
拠
づ
け
を
欠
く
と
し
て
も
「
日
本
思
想
」
を
も
含
ん
だ
か
た
ち
で
理
解

す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
因
み
に
当
学
会
の
名
称
「
比
較
思
想
学
会
」

の
英
語
訳
はJapanese Association for Com

parative Philosophy

な
の
で
あ
っ
て
、「
思
想
」
が
「
哲
学
」
と
英
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留

意
さ
れ
た
い
。「
日
本
思
想
」
を
も
含
ん
だ
か
た
ち
で
「
日
本
哲
学
」
を

謂
う
の
で
あ
れ
ば
、
徳
川
期
に
お
け
る
伊
藤
仁
斎
の
古
義
学
、
荻
生
徂
徠

の
古
文
辞
学
の
方
法
、
契
沖
お
よ
び
本
居
宣
長
の
国
学
に
お
け
る
古
典
解

釈
学
、
そ
し
て
懐
徳
堂
の
富
永
仲
基
の
「
加
上
説
」
な
ど
も
「
哲
学
」
的

思
惟
の
範
疇
に
含
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
富
永
は
、
各
民
族

の
文
化
を
比
較
観
察
し
、
思
想
に
現
れ
る
「
く
せ
」
に
着
目
し
て
お
り
、

ま
さ
に
「
比
較
思
想
研
究
」
の
先
駆
者
と
み
な
し
て
も
過
言
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
敷
衍
し
て
言
え
ば
、「
世
界
哲
学
」
に
お
け
る
異
文
化
間
対
話
を
考
え

る
場
合
、
諸
民
族
独
自
の
文
化
の
翻
訳
に
よ
る
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
、
再

コ
ン
テ
ク
ス
ト
化
を
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
い
の
う
え
・
か
つ
ひ
と
、
宗
教
哲
学
・
東
西
比
較
思
想
・
日
本
思
想
、

関
西
大
学
教
授
）

を
論
じ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
上
記
三
名
の
報
告
に
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
い

た
だ
い
た
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
、
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
た

「
世
界
哲
学
を
リ
ー
ド
す
る
日
本
哲
学
」
と
い
う
場
合
、「
日
本
哲
学
」
を

ど
う
捉
え
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
上
記
の
海
外
に
お
け
る
「
日
本

哲
学
」
研
究
の
躍
進
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
の
、
そ
の
殆
ど
が
西
田
幾
多

郎
・
田
辺
元
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学
派
」
の
哲
学
に
特
化
さ

れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
根
ざ

し
た
日
本
独
自
の
独
創
的
な
哲
学
で
あ
っ
て
、
最
近
で
は
ま
た
儒
教
と
の

連
関
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
哲
学
に
は
、
関
東
圏
の
哲
学

も
あ
り
、
例
え
ば
井
上
円
了
、
桑
木
厳
翼
、
大
西
祝
を
は
じ
め
、
現
代
で

は
大
森
荘
蔵
や
廣
松
渉
、
坂
部
恵
、
市
川
浩
、
野
家
啓
一
な
ど
独
創
的
な

哲
学
が
存
在
す
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
哲
学
の
紹
介
は
、
最
近
国
際
的
に

躍
進
し
て
き
た
井
上
円
了
の
研
究
は
例
外
と
し
て
、
海
外
で
は
な
お
ざ
り

に
さ
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

　
で
は
世
界
哲
学
を
リ
ー
ド
す
る
の
が
な
ぜ
「
日
本
思
想
」
で
は
な
く

「
日
本
哲
学
」
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
明
治
期
か
ら
移
植
さ
れ
た
西
欧

哲
学
と
の
格
闘
の
中
で
改
め
て
自
覚
さ
れ
て
来
た
日
本
の
思
考
の
枠
組
み

を
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
哲
学
」
が
い
わ
ゆ
る
西
欧
哲
学
で
あ

る
場
合
に
は
、
確
か
に
形
而
上
学
的
な
根
拠
づ
け
と
論
理
的
究
明
が
要
求

さ
れ
る
。
し
か
し
脱
西
欧
化
を
提
唱
す
る
「
世
界
哲
学
」
は
、
そ
う
し
た

狭
い
枠
組
み
を
超
え
て
、
も
っ
と
柔
軟
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
世
界

を
捉
え
直
し
、
異
文
化
間
の
中
で
互
い
に
理
解
し
合
う
開
か
れ
た
知
見
を


