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序 序

私3

は
今
現
代
哲
学
に
つ
い
て
、
教
師
風
の
説
明
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
無
論
お
の
ず
か
ら
そ
う
い
う
結
果
に
な
っ

た
部
分
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
な
る
こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
い
つ
も
私
に
と
っ
て
、
も
っ
と
遙
か
に
大
事
な
問

題
は
、
我
々
が
実
際
に
生
活
し
て
い
る
こ
の
現
在
の
社
会
に
触
れ
て
発
生
す
る
と
こ
ろ
の
、
時
事
的
な
あ
る
い
は
ま
た
原
則
的
な
問
題
な
の
で
あ

っ
て
、
こ
う
し
た
時
事
的
ま
た
は
原
則
的
な
問
題
を
ば
、
時
事
的
で
且
つ
原
則
的
な
形
で
（
そ
し
て
さ
し
当
り
こ
れ
が
本
当
の
「
哲
学
的
」
と
い

う
言
葉
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
だ
が
）
解
決
し
て
み
よ
う
と
い
う
企
て
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
集
め
て
分
類
し
た
論
文
の
内
容

は
決
し
て
自
信
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
今
い
っ
た
そ
の
意
図
に
お
い
て
は
、
決
し
て
曖
昧
で
は
な
い
と
思
う
。

現
代
の
時
事
的
ま
た
原
則
的
な
問
題
を
哲
学
的
に
取
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
こ
の
意
図
を
、
簡
単
に
い
っ
て
、「
哲
学
的
評
論
」
ま
た
は
「
科
学

的
批
判
」
と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
か
つ
て
文
明
批
評
と
か
文
化
の
批
判
と
か
い
わ
れ
た
も
の
も
、
実
は
こ
う
い
う
形
に
よ
っ
て
理
論
と
し
て

の
資
格
を
有
て
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
哲
学
は
科
学
か
ら
ど
う
異
る
か
と
い
う
よ
う
な
ス
コ
ラ
的
質
問
も
出
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
私
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
哲
学
と
い
う
の
は
、
文
芸
や
科
学
ま
た
そ
の
他
の
社
会
現
象
と
並
ん
で
、
何
か
の
態
度
に
立
っ
て
批

評
さ
れ
る
一
対
象
物
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
い
わ
ば
哲
学
プ
ロ
パ
ー
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
う
し
た
一
切
の
現
象
を
批
判
の
対
象

と
す
る
よ
う
な
、
生
活
の
一
種
の
態
度
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
思
想
の
態
度
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
問

題
に
な
る
哲
学
は
、
統
一
的
な
推
進
力
を
持
っ
た
「
世
界
観
」
か
ら
始
め
て
、
普
遍
的
で
科
学
的
な
、
す
な
わ
ち
実
際
的
な
解
決
力
を
備
え
た 
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「
方
法
」
ま
で
を
、意
味
し
て
い
る
。
哲
学
プ
ロ
パ
ー
は
、こ
う
し
た
「
哲
学
」
に
よ
る
と
こ
ろ
の
批
判
に
と
っ
て
、必
要
な
参
考
資
料
で
は
あ
る
が
、

他
面
そ
の
単
な
る
一
材
料
に
他
な
ら
な
い
と
も
い
え
る
。

世
間
の
あ
る
人
達
は
、
生
活
に
於
け
る
「
思
想
」
の
意
義
を
あ
ま
り
ハ
ッ
キ
リ
と
捉
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
思
想
は
決
し
て
単
な
る

観
念
や
何
か
で
は
な
い
の
で
、
世
界
に
対
す
る
我
々
の
生
活
反
応
（
そ
れ
が
「
世
界
観
」
と
い
う
も
の
の
意
味
だ
）
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
生
活
反

応
に
お
い
て
発
生
す
る
問
題
の
解
決
の
唯
一
の
手
段
（
そ
れ
が
「
論
理
」
と
い
う
も
の
だ
）
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
思

想
な
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
一
切
の
現
象
に
対
応
す
る
観
念
に
は
、
必
ず
思
想
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
思
想
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
観
念
は
生
き
ま
た

客
観
に
対
応
す
る
客
観
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
文
芸
現
象
な
ど
に
お
い
て
は
近
来
こ
の
点
が
最
も
強
調
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

統
一
的
な
推
進
力
を
持
っ
た
世
界
観
、
普
遍
的
で
実
際
的
な
解
決
力
を
備
え
た
方
法
、
と
い
っ
た
が
、
俗
間
の
多
く
の
批
難
と
注
文
と
に
拘
ら

ず
、
私
は
今
以
て
、
あ
る
い
は
寧
ろ
近
来
ま
す
ま
す
、
透
徹

0

0

し
た
「
唯
物
論
」
だ
け
が
そ
の
資
格
に
値
い
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
経
験

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た4

だ
こ
の
書
物
な
ど
に
現
わ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
唯
物
論
の
こ
の
透
徹
力
に
追
随
す
る
こ
と
が
、
遠
く
私
の
思
想
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
は
し
な
い
か
、
を
恐
れ
る
だ
け
だ
。

こ
こ
に
載
せ
た
論
文
の
内
に
は
、
今
で
は
か
え
っ
て
私
自
身
反
対
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
見
解
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
第
一
編
の 

「
自
然
弁
証
法
」
な
ど
が
そ
の
最
も
著
し
い
も
の
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
だ
充
分
に
私
見
を
決
め
か
ね
て
い
る
が
、
仕
事
の
上
で
の
友
人
達
や

敵
対
者
さ
え
の
助
言
を
利
用
し
て
、
ひ
と
り
こ
の
問
題
に
限
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ク
に
客
観
的
に
自
分
の
思
想
水
準
を
高
め
る
こ
と
に
力
め
た
い
と
考

え
て
い
る
。
読
者
に
は
、
こ
の
本
か
ら
充
分
な
問
題
の
解
決
を
期
待
し
て
貰
っ
て
は
困
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
緒
口
を
見
せ
て
い
る
だ

ろ
う
い
く
つ
か
の
示
唆
が
読
者
の
眼
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
示
唆
を
実
現
す
る
に
役
立
つ
よ
う
な
、
意
味
の
あ
る
批
評
を
下
し
て
欲
し
い
と
願

っ
て
い
る
。



3

序

こ
れ
は
か
つ
て
二
年
程
前
に
大
畑
書
店
か
ら
『
現
代
の
た
め
の
哲
学
』
と
題
し
て
出
版
し
た
も
の
の
改
版
で
あ
る
。「
世
論
の
考
察
」·

「
フ
ァ

シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
」·

「
共
通
感
覚
と
常
識
」·

「
純
文
学
の
問
題
」
の
四
つ
は
、
あ
ま
り
特
殊
な
問
題
に
渡
っ
た
小
論
文
な
の
で
、
こ

れ
を
除
い
て
、
代
り
に
「
哲
学
の
話
」
と
い
う
講
話
風
の
文
章
を
入
れ
た
。
書
物
全
体
の
表
題
を
『
現
代
哲
学
講
話
』
と
改
め
る
に
こ
れ
が
相
応

し
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

第
一
編
は
主
と
し
て
自
然
科
学
に
関
し
、
第
二
編
は
主
と
し
て
社
会
科
学
に
関
し
、
第
三
編
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
現
象
の
理
論
的
分
析
で
あ
り
、

第
四
編
は
哲
学
自
身
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
三
四·

一
一 

東
京

戸
坂 

潤
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〔
旧
版
〕『
現
代
の
た
め
の
哲
学
』
序

こ
れ
は
現
代
に
於
け
る
若
干
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
試
み
た
、「
哲
学
的
評
論
」
で
あ
る
。
か
つ
て
文
明
批
評
と
か
文
化
批
判
と
か
呼
ば
れ
た

も
の
は
、
現
代
で
は
、
社
会
の
一
般
的
危
機
の
自
覚
の
下
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
理
論
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は

で
あ
る
か
ら
、
単
に
社
会
科
学
の
重
大
な
一
問
題
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
現
代
に
於
け
る
進
歩
的
哲
学

0

0

に
課
せ
ら
れ
た
最
も
広
大
な

課
題
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
は
こ
こ
で
、
単
に
一
つ
の
専
門
領
域
の
科
学
と
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
先
に
、
進
歩
的
で

統
一
的
な
世
界
観
と
し
て
、
時
代
の
本
当
に
科
学
的
な
批
評
の
道
具
と
し
て
、
役
立
つ
こ
と
が
出
来
、
ま
た
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う

点
を
目
指
し
て
い
る
意
味
で
、
こ
の
書
物
の
内
容
は
、
哲
学
的
評
論
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

無
論
こ
こ
に
纏
め
た
も
の
は
、
私
自
身
の
経
験
が
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
取
り
上
げ
る
べ
き
多
数
の
重
大
な
基
本
問
題
を
取
り
上

げ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
取
り
上
げ
る
こ
と
の
出
来
た
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
の5

触
れ
方
が
充
分
に
立
ち
入
っ
た
も
の
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
あ
る
論
文
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
私
は
積
極
的
に
そ
の
誤
謬
を
指
摘
し
た
い
と
さ
え
思
っ
て
い
る
（
例
え
ば
「
自
然
弁
証

法
」
に
於
け
る
考
え
方
の
如
き
）。
―
―
だ
が
私
は
こ
れ
等
の
論
文
を
通
し
て
、
自
分
の
誤
謬
を
克
服
し
自
分
の
制
限
を
踏
み
越
え
よ
う
と
し
て

来
た
の
だ
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
そ
れ
を
怠
ら
な
い
積
り
で
い
る
。
で
読
者
は
こ
の
書
物
か
ら
、
諸
問
題
の
結
論
め
い
た
解
決
を
期
待
し
て
は
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
寧
ろ
問
題
解
決
へ
の
示
唆

0

0

の
た
め
に
書
か
れ
た
の
だ
。

現
代
の
た
め
の
哲
学
的
評
論=

科
学
的
批
評
を
行
な
う
た
め
に
何
よ
り
必
要
な
の
は
、
理
論
家
な
い
し
哲
学
者
と
、
各
専
門
諸
科
学
者
と
の
、
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〔
旧
版
〕『
現
代
の
た
め
の
哲
学
』
序

意
識
的
な
共
同
作
業
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
う
い
う
言
葉
は
誰
で
も
い
い
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
が
、
今
い
う
の
に
は
一
定
の
客
観
的
な
内
容
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
現
代
ほ
ど
諸
科
学
（
文
芸
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
の
関
心
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
哲
学
的
世
界
観
を

必
要
と
し
、
ま
た
そ
の
必
要
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
代
は
か
つ
て
な
か
っ
た
。
科
学
者
は
理
論
家
な
い
し
哲
学
者
に
向
か
っ
て
様
々

な
根
本
問
題
の
解
決
方
を
委
任
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
理
論
家
な
い
し
哲
学
者
は
こ
の
委
任
に
役
立
つ
に
は
あ
ま
り
に
不
用
意
で
あ

っ
た
か
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
に
立
ち
後
れ
が
し
て
い
は
し
な
か
っ
た
か
。
現
代
の
た
め
の
進
歩
的
哲
学
は
、
こ
の
立
ち
後
れ
を
取
り
戻
し
、
直
ち

に
役
立
つ
べ
き
範
疇
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
急
務
を
帯
び
て
い
る
。
だ
が
こ
の
急
務
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
の
は
、
他
で
も

な
い
、
諸
専
門
科
学
へ
哲
学
自
身
の
手
を
さ
し
伸
べ
る
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
専
門
諸
科
学
と
哲
学
的
理
論
と
の
こ
の
必
然
的
な

共
働
は
、
哲
学
的
評
論=

科
学
的
批
評
に
と
っ
て
原
因
で
も
あ
り
ま
た
結
果
で
も
あ
る
。

第
一
編
は
自
然
科
学
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
編
は
社
会
科
学
な
い
し
哲
学
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
三
編
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
関

す
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
四
編
は
こ
れ
等
の
も
の
に
関
す
る
時
事
的
批
評
と
示
唆
的
な
試
験
と
時
評
で
あ
る
。
―
―
「
社
会
科
学
に
於
け
る
実
験

と
統
計
」
と
「
新
聞
現
象
の
分
析
」
と
は
新
た
に
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
三
三·

一 

東
京

戸
坂 

潤




