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現
代
ド
イ
ツ
哲
学
の
代
表
的
哲
学
者
と
言
わ
れ
る
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（1889

─1976

）
の
主
著
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
が
刊

行
さ
れ
て
か
ら
、
も
う
す
ぐ
百
年
が
経
つ
。
刊
行
さ
れ
る
や
否
や
、
瞬
く
間
に
話
題
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
、
二
〇
世
紀
最
大
の
哲
学
書
と

繰
り
返
し
言
わ
れ
て
き
た
こ
の
書
物
も
、
す
で
に
一
世
紀
分
の
歴
史
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
一
般
に
、
あ
る
出
来
事
の
歴
史
は
、
そ
の
出

来
事
が
起
こ
っ
た
時
点
で
は
な
く
、
そ
の
後
、
一
定
の
期
間
が
過
ぎ
去
り
、
現
在
の
地
点
か
ら
そ
の
出
来
事
を
過
去
と
し
て
振
り
返
る
こ

と
の
で
き
る
時
点
か
ら
こ
そ
見
え
る
。
そ
の
出
来
事
が
そ
の
後
の
世
界
に
ど
う
い
う
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
ど
う
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し

た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。『
存
在
と
時
間
』
の
哲
学
に
つ
い
て
も
ま
た
、
百
年
経
つ
か
ら
こ
そ
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。

　『
存
在
と
時
間
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
世
紀
の
間
ず
っ
と
多
く
が
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
『
存
在
と
時
間
』
が
二
〇
世
紀
最
大

の
哲
学
書
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
う
呼
ぶ
人
た
ち
が
み
な
こ
の
書
の
内
容
の
深
み
や
重
要
性
を
認
識
し
た
か
ら
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
む

し
ろ
、
二
〇
世
紀
の
重
要
な
哲
学
者
た
ち
の
非
常
に
多
く
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
つ
い
て
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
語
っ
て
き
た
、
と

い
う
事
実
が
重
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
対
す
る
注
釈
、
批
判
、
あ
る
い
は
こ
の
哲
学
の
展
開
や
継
承
を
辿
る
だ
け
で
も
、

二
〇
世
紀
以
降
の
現
代
哲
学
の
結
構
な
部
分
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
も
そ
う
だ
が
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
に
つ
い
て
こ

う
言
え
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
本
書
が
主
に
扱
う
の
は
、
分
析
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
議
論
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
刊
行
翌
年
に
は

Ｇ
・
ラ
イ
ル
が
書
評
を
著
し
、
そ
の
翌
年
の
講
演
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
に
対
し
て
Ｒ
・
カ
ル
ナ
ッ
プ
が
辛
辣
に
批
判
を
し
た
か
と
思

え
ば
、
同
じ
講
演
に
つ
い
て
Ｌ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
好
意
的
な
コ
メ
ン
ト
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
分
析
哲
学
の
初
期
の
代
表

的
哲
学
者
た
ち
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
正
面
か
ら
応
答
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
、
Ｈ
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
や
Ｒ
・
ロ
ー
テ
ィ
の

よ
う
に
、
分
析
哲
学
の
言
語
観
や
物
の
見
方
に
対
す
る
重
要
な
批
判
者
と
し
て
、
分
析
哲
学
の
伝
統
の
内
部
に
あ
り
つ
つ
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

注
目
す
る
者
が
続
い
て
き
た
。
も
し
か
す
る
と
、
分
析
哲
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
は
没
交
渉
的
に
進
行
し
て
き
た
か
、
仮
に
関
係
が
あ

っ
た
と
し
て
も
興
味
深
く
実
り
の
あ
る
哲
学
的
内
容
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
読
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誤
っ
た
認

識
で
あ
る
。
十
分
に
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
過
去
の
議
論
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
今
の
時
点
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
を
光
源
と
し
て

現
代
哲
学
を
─
─
そ
の
暗
が
り
も
含
め
て
─
─
照
ら
し
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　
分
析
哲
学
と
一
言
で
言
っ
て
も
、
こ
こ
で
挙
げ
た
哲
学
者
た
ち
の
著
作
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ア
メ
リ
カ
で
書
か
れ
て
お

り
、
米
国
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
と
か
、
英
語
圏
か
ド
イ
ツ
語
圏
か
と
い
う
─
─
分
析
哲
学
の
ク
リ
シ
ェ
に
付
き
物
の
─
─
区
分
に
従
う
も
の

で
も
な
い
。
大
事
な
の
は
、
一
時
期
に
は
な
か
な
か
見
え
に
く
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
た
り
、
一
時
期
に
は
常
識
と
化
し
て
い
た
見
方

が
、
時
間
が
経
つ
と
偏
っ
た
見
方
だ
っ
た
と
判
明
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
二
一
世
紀
も
四
半
世
紀
が
過
ぎ
よ
う
と
い

う
今
、
私
た
ち
は
現
代
哲
学
を
、
先
入
見
を
取
り
払
い
な
が
ら
、
見
直
す
こ
と
の
で
き
る
時
点
に
い
る
。

　『
存
在
と
時
間
』
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、『
存
在
と
時
間
』
に
つ
い
て
の
議
論
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
今
、
百
年

の
歴
史
に
よ
っ
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
哲
学
が
、
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
ど
う
い
う
ト
ピ
ッ
ク
に
対
し
て
ど
う
い
う
見
解
を
示
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
見
解
に
は
ど
の
よ
う
な
強
み
が
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
立
ち
位
置
に
私
た
ち
は
い
る
。
本
書

は
『
存
在
と
時
間
』
の
哲
学
を
そ
れ
自
体
と
し
て
孤
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
多
く
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
─
─
そ
の
点
で
、

現
代
哲
学
全
体
を
見
て
も
稀
有
で
あ
り
、
現
代
哲
学
の
様
々
な
議
論
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
重
要
な
─
─
作
品
と
し
て
扱
う
。

　
一
例
を
挙
げ
よ
う
。「
存
在
の
意
味
」
は
『
存
在
と
時
間
』
の
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
存
在
と
は
何
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か
と
い
う
存
在
論
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
意
味
と
は
何
か
と
い
う
言
語
哲
学
的
な
観
点
か
ら
も
多
く
の
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
存

在
の
意
味
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
解
を
明
確
化
す
る
作
業
は
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
存
在
と
言
語
の
哲
学
的
考
察

の
重
な
り
を
知
る
た
め
の
格
好
の
ル
ー
ト
に
な
る
。
逆
に
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
議
論
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
根
本
的
な
立
ち

位
置
が
浮
き
彫
り
に
な
る
と
い
う
仕
方
で
、『
存
在
と
時
間
』
の
哲
学
を
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
本
書
で
は
、
存
在
の
意
味
、
行
為
、
知
覚
、
情
動
、
他
者
の
心
、
擬
似
問
題
と
い
う
哲
学
の
テ
ー
マ
ご
と
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
哲

学
に
ア
ク
セ
ス
す
る
ル
ー
ト
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
存
在
と
時
間
』
の
哲
学
の
内
部
に
入
り
込
む
た
め
の
入

口
を
、
現
代
哲
学
の
い
く
つ
か
の
文
脈
に
お
い
て
開
け
て
お
く
こ
と
で
、
必
ず
し
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
親
し
み
の
な
い
人
が
『
存
在
と
時

間
』
に
入
門
す
る
（
入
口
に
た
ど
り
着
く
）
機
会
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
ス
タ
ン
ス
は
、
今
日
、「
現
代
現
象
学
」

と
呼
ば
れ
る
現
象
学
研
究
の
一
つ
の
方
向
性
で
あ
り
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
現
代
現
象
学
」
と
い
う
本
書
の
観
点
に
お
い
て
、『
存
在
と
時

間
』
は
独
自
の
相
貌
で
あ
ら
た
め
て
姿
を
現
す
に
違
い
な
い
。

　
本
書
の
議
論
は
、
ま
ず
第
1
章
で
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
現
代
現
象
学
」
と
は
ど
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。
現
象
学
と
は
、
一
人
称
観
点
か
ら
私
た
ち
の
経
験
を
探
究
す
る
哲
学
で
あ
り
、
現
代
現
象
学
と
は
、
現
代
哲
学
で
争
わ
れ
て
い
る

テ
ー
マ
や
問
い
を
こ
の
現
象
学
の
立
場
か
ら
引
き
受
け
、
現
象
学
に
特
有
な
見
解
や
物
の
見
方
を
提
示
す
る
も
の
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

『
存
在
と
時
間
』
も
こ
の
意
味
で
の
現
象
学
の
一
部
で
あ
る
が
、
し
か
し
、『
存
在
と
時
間
』
に
は
、
私
た
ち
が
一
人
称
観
点
か
ら
経
験
す

る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
実
存
し
、
自
分
が
誰
で
あ
る
か
と
か
、
自
ら
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と

を
了
解
す
る
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
本
書
の
立
場
は
、
実
存
論
的

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析

の
こ
の
特
徴
を
特
に
強
調
し
、
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
2
章
以
降
で
は
、
先
述
し
た
各
テ
ー
マ
に
対
す
る
『
存
在
と
時
間
』
の
見
解
を
示
し
て
い
く
が
、
そ
れ
ら
の
見
解
は
ど
れ
も
こ
の
実

存
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
そ
の
独
自
性
が
際
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
各
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、「
現
存

在
の
実
存
論
的
分
析
」
と
も
言
わ
れ
る
『
存
在
と
時
間
』
の
哲
学
の
眼
目
や
着
眼
点
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。
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な
お
、
本
書
の
読
み
方
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
第
1
章
の
方
法
論
的
な
議
論
を
飛
ば
し
て
、
第
2
章
以
降
の
各
ト
ピ

ッ
ク
か
ら
読
み
始
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
第
1
章
を
飛
ば
す
こ
と
で
第
2
章
以
降
の
議
論
の
理
解
が
損
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な

い
（
本
書
の
議
論
の
進
め
方
を
示
し
た
第
3
節
の
み
参
照
し
て
も
ら
え
れ
ば
よ
い
）。
ま
た
、
第
2
章
以
降
の
内
容
は
『
存
在
と
時
間
』
の
論

述
の
順
序
に
緩
や
か
に
対
応
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
第
2
章
と
最
終
章
（
第
7
章
）
に
は
、『
存
在
と
時
間
』
以
前
と
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ

ー
哲
学
へ
の
視
界
を
開
く
と
い
う
役
割
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
書
の
目
的
は
『
存
在
と
時
間
』
の
す
べ
て
の
テ
ー
マ
を
網
羅
す
る
こ
と

に
は
な
い
の
で
、
本
書
で
主
題
的
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
テ
ー
マ
（
例
え
ば
、
死
）
に
関
す
る
私
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
池
田2011

や
池

田2021a

を
参
照
し
て
欲
し
い
。
最
後
に
、
ど
の
章
も
独
立
し
た
哲
学
的
議
論
と
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ

る
ト
ピ
ッ
ク
の
章
か
ら
読
み
始
め
る
こ
と
に
も
全
く
問
題
は
な
い
。
な
お
、
各
章
の
冒
頭
に
は
、
は
る
と
あ
き
と
い
う
哲
学
を
学
ぶ
二
人

の
大
学
生
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
各
章
の
問
題
設
定
と
議
論
の
行
方
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら
読
み
始

め
る
か
を
迷
っ
た
ら
、
ま
ず
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
部
分
を
見
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。

　
で
は
、
議
論
を
開
始
し
よ
う
。




