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本来の哲学はどちらの側に？
ありとあらゆる係争の種を議論の俎上に上らせた長い対話の記録

柴田正良

本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
の
み

な
ら
ず
世
界
的
に
も
高
名
な
二
人

の
知
識
人
、
神
経
生
物
学
者
の
Ｊ
・

Ｐ
・
シ
ャ
ン
ジ
ュ
ー
と
哲
学
者
の

Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
が
、
最
近
の
脳
科
学

の
爆
発
的
な
展
開
を
背
景
に
し

て
、
脳
と
心
の
関
係
に
つ
い
て
息

の
長
い
対
話
を
し
た
記
録
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
読
者
は
、
例
え
ば

Ｅ
、
Ｏ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
社
会
生
物

学
の
場
合
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う

に
、
自
然
科
学
者
の
還
元
主
義
と

そ
れ
に
抵
抗
す
る
哲
学
者
の
反
還

元
主
義
か
、
こ
こ
で
も
和
解
し
よ

う
も
な
く
激
し
く
対
立
し
て
い
る

の
だ
と
想
像
す
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な

い
。こ
の
二
人
の
知
の
巨
人
は
、
聴

く
べ
き
博
識
を
惜
し
げ
も
な
く
さ

ら
け
だ
し
て
、
身
体
と
欄
神
、
宗

救
と
科
苧
、
道
徳
と
自
然
、
芸
術

と
認
識
、
文
明
と
進
化
と
い
っ
た

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
係
争
の
極
を
議

論
の
俎
上
に
ｋ
ら
堂
」
い
る
。
こ

こ
で
は
二
つ
の
論
点
だ
け
花
取
り

上
げ
て
、
エ
キ
サ
イ
テ
．
１
ン
グ
な
、

し
か
し
読
み
終
え
て
ふ
れ
ば
ず
し

り
と
亜
い
、
彼
ら
の
識
諭
を
紹
介

し
よ
う
。
ち
な
急
に
、
評
者
は
そ

の
瞥
、
大
学
院
生
だ
っ
た
頃
に
リ

ク
ー
ル
の
翻
訳
本
を
読
ん
で
自
分
れ
は
何
千
年
も
前
か
ら
わ
れ
わ
れ
化
、
つ
ま
り
倫
理
を
正
当
化
す
る

の
論
文
に
引
用
も
し
て
い
た
哲
学
人
間
が
実
践
し
て
き
た
素
朴
心
理
高
然
的
根
拠
の
問
題
で
あ
る
。
も

の
徒
で
あ
る
が
、
今
回
、
素
直
に
一
一
学
（
ず
一
天
冨
胃
一
一
○
一
○
空
）
の
し
も
還
元
主
義
か
正
し
い
な
ら
、

人
の
主
張
を
見
比
べ
て
染
て
、
哲
内
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
幸
せ
な
わ
れ
わ
れ
の
既
存
の
倫
理
的
原
理

学
本
来
の
活
力
を
感
じ
た
の
は
残
家
庭
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
き
や
規
範
は
人
間
の
も
つ
自
然
な
傾

念
な
が
ら
リ
ク
ー
ル
の
側
に
で
は
に
、
今
さ
ら
互
い
の
脳
に
つ
い
て
向
性
、
お
そ
ら
く
は
進
化
の
プ
ロ

な
く
、
シ
ャ
ン
ジ
ュ
ー
の
側
に
で
の
科
学
的
知
識
を
持
っ
た
と
し
て
セ
ズ
に
よ
っ
て
備
え
る
よ
う
に
な

あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
告
白
Ｌ
も
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
つ
た
本
能
的
な
認
知
能
力
や
対
人

一
」
お
き
た
い
。
二
流
は
、
評
者
が
い
―
―
」
れ
に
対
し
一
」
シ
ャ
ン
ジ
ュ
ー
関
係
能
力
と
根
本
に
お
い
て
は
同

圭
は
彼
ら
の
言
う
い
わ
ゆ
る
ア
ン
は
、
有
名
な
フ
ィ
ネ
ア
ス
・
ゲ
イ
〉
ン
一
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
強
く
薄

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
心
の
哲
学
の
脳
損
傷
や
病
態
失
認
な
ど
の
事
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
既

（
己
一
三
○
鋺
。
つ
－
ご
ｃ
一
》
三
三
）
を
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
い
か
存
の
倫
理
や
規
範
は
わ
れ
わ
れ
の

研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
、
と
い
に
脳
の
働
き
が
心
の
機
能
を
実
現
空
虚
な
た
わ
ご
と
や
い
か
が
わ
し

っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
か
も
し
し
て
い
る
か
を
説
得
し
よ
う
と
試
い
発
明
な
の
で
は
な
く
て
、
自
然

れ
な
い
が
、
基
本
的
に
は
、
哲
学
段
て
い
る
。
し
か
し
評
者
の
見
る
の
秩
序
を
別
の
言
葉
で
言
い
換
え

は
知
の
営
設
の
最
先
端
、
つ
ま
り
、
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
は
、
心
的
機
能
と
た
も
の
に
他
な
ら
な
く
な
る
。
こ

ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
新
領
域
脳
機
能
の
概
念
関
係
（
し
た
が
つ
れ
は
、
「
還
元
主
義
」
と
い
う
一
一
一
百

の
科
学
の
友
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
て
、
可
能
世
界
芝
用
い
う
る
概
念
葉
を
毛
嫌
い
す
る
人
文
系
の
人
た

い
う
評
者
の
信
念
に
よ
っ
て
い
分
析
）
と
、
現
実
世
界
に
お
け
る
心
ら
が
見
逃
し
が
ち
な
論
点
で
あ
る

る
。
偏
見
め
か
し
て
つ
い
で
に
一
一
一
］
的
機
能
と
脳
機
能
の
実
現
関
係
が
、
倫
理
が
自
然
的
秩
序
に
還
元

え
ぱ
、
こ
の
た
び
の
対
話
に
お
け
（
し
た
が
っ
て
、
脳
科
学
と
心
理
学
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
倫
理
的

一
つ
リ
ク
ー
ル
は
、
年
老
い
た
古
文
の
経
験
的
探
究
）
が
少
な
か
ら
ず
一
一
一
二
明
に
も
科
学
的
一
一
一
三
明
と
同
じ
意

書
館
の
番
人
の
よ
う
に
ぶ
つ
ぶ
つ
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
味
で
真
偽
が
あ
り
、
倫
理
の
科
学

と
小
言
を
並
べ
て
い
る
よ
う
な
印
し
、
前
者
の
哲
学
的
意
味
を
強
調
が
文
字
通
り
に
可
能
と
な
る
と
い

象
が
あ
り
、
評
者
は
、
ど
う
し
て
し
よ
う
と
す
る
リ
ク
ー
ル
の
「
現
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
倫
理
の

も
そ
一
」
に
哲
学
の
疲
弊
、
疲
労
を
象
学
的
経
験
」
の
導
入
は
事
態
を
正
当
化
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど

感
じ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
評
者
一
層
混
乱
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
忌
強
い
正
当
化
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

は
、
シ
ャ
ン
ジ
ュ
ー
の
主
張
の
方
一
わ
れ
る
。
前
者
の
議
論
は
ア
ン
ク
し
か
し
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
先

が
一
方
的
に
正
し
い
な
ど
と
一
一
一
二
つ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
「
哲
学
的
ソ
ン
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に

て
い
る
の
で
は
な
い
。

ピ
の
可
能
性
」
（
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ
）
は
、
も
し
倫
理
か
こ
の
意
味
で
自

さ
て
、
論
点
の
第
一
は
、
「
私
の
論
争
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
然
化
さ
れ
る
な
ら
、
倫
理
の
内
実

た
ち
が
大
脳
皮
質
に
つ
い
て
有
す
し
、
後
者
の
議
論
は
、
素
朴
心
理
学
は
自
然
の
秩
序
に
他
な
ら
な
い
の

る
新
た
な
認
識
は
、
私
が
身
体
の
に
関
す
る
消
去
主
義
（
「
排
除
主
だ
か
ら
倫
理
は
自
然
の
因
果
的
法

実
践
に
よ
っ
て
す
で
に
知
っ
て
い
義
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
）
、
過
一
元
主
則
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

る
こ
と
…
を
増
大
さ
せ
る
の
で
し
義
、
非
還
元
的
な
道
具
主
義
な
ど
き
な
い
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
角

よ
う
か
」
と
い
う
リ
ク
ー
ル
の
根
の
論
争
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ

本
的
な
疑
念
に
関
わ
っ
て
い
る
。
が
、
概
念
的
盤
理
か
余
り
う
ま
く
る
。
例
え
ば
、
自
然
法
則
を
破
る

「
私
た
ち
が
身
体
の
実
践
に
よ
っ
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
や
た
ら
と
も
の
と
さ
れ
た
限
り
で
の
「
自
由

て
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
」
と
「
深
遠
な
言
辞
」
の
回
り
で
一
人
の
意
志
」
は
存
在
し
な
い
し
、
》
｝
」
の

は
、
ｕ
為
の
生
活
の
中
で
自
分
の
対
話
が
堂
々
巡
り
を
し
て
い
る
の
自
出
葱
志
蓬
必
要
条
件
と
す
る
と

葱
閲
を
相
手
に
説
明
し
、
他
人
の
は
い
さ
さ
か
窪
念
で
あ
る
。
さ
れ
た
限
り
で
の
「
行
為
の
迩
任
」

感
情
を
理
解
し
、
行
為
の
愈
味
を
概
念
的
纏
理
と
い
う
観
点
か
ら
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
既
存

諮
る
と
い
う
一
〕
く
平
凡
な
こ
と
で
ら
、
第
一
一
の
論
点
を
取
り
上
げ
て
の
倫
理
の
擁
識
者
に
と
っ
て
は
、

あ
り
、
別
の
言
鞭
で
言
え
ば
、
そ
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
倫
理
の
自
然
一
見
し
て
き
わ
め
て
逆
説
的
な
事

態
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
リ
ク
ー
ル

は
、
倫
理
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
莚
ど

う
や
っ
て
人
間
の
自
然
的
傾
向
性

に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
の
か
、

と
い
う
疑
念
を
繰
り
返
し
表
明
し

て
い
る
。
し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
は
、

自
然
化
以
外
の
別
種
の
（
超
越
論

的
？
）
正
当
化
が
い
か
な
る
意
味

で
可
能
な
の
か
を
示
し
え
て
い
る

よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
ｃ
他
方
、

シ
ャ
ン
ジ
ュ
ー
も
、
既
存
の
倫
理

の
ど
れ
か
が
強
い
意
味
で
還
元
で

き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な

く
、
人
類
の
自
然
的
な
傾
向
住
を

助
け
と
し
て
新
た
な
「
普
遍
的
な

倫
理
を
譲
り
上
げ
る
」
こ
と
に
力

点
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
す
る
と
、
両
者
と
も
に
、
来

る
べ
き
脳
科
学
の
時
代
に
は
〈
究

極
の
支
え
な
き
絶
対
的
な
選
択
〉

と
い
う
、
危
険
に
満
ち
て
は
い
る

が
解
放
的
で
も
あ
る
重
大
な
局
面

に
人
類
が
直
面
し
て
い
る
こ
と
を

暗
に
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の

論
点
が
先
鋭
化
さ
れ
ず
に
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
の
は
、

｜
人
評
壱
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

最
後
に
翻
訳
に
つ
い
て
一
一
一
一
一
『
。

脳
科
挙
用
語
と
フ
ラ
ン
ス
哲
学
独

特
の
訳
語
を
そ
れ
こ
そ
「
対
話
」

さ
せ
る
と
い
う
、
厄
介
な
訳
業
を

な
し
と
げ
た
こ
と
に
は
敬
意
を
表

し
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
ど
う

に
も
小
錘
し
い
哲
学
の
言
い
回
し

が
所
為
に
あ
り
、
評
者
の
よ
う
な

哲
学
の
徒
で
さ
え
首
を
傾
げ
ざ
る

超
え
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
い
く

つ
か
あ
っ
た
ｂ
こ
の
際
、
「
フ
ラ

ン
ス
極
学
翻
訳
業
界
」
の
し
き
た

り
を
離
れ
て
、
も
う
少
し
自
由
に
、

分
か
り
や
す
く
訳
し
て
も
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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