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ｌデイルタイ哲学の現代的意義

本
稿
の
課
題
は
、
筆
者
に
と
っ
て
当
惑
を
禁
じ
え
な
い
ほ
ど
の
難
問
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
史
的
意
義
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
現
代
的
意
義
」
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
正
面
か
ら
回
答
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

考
察
す
べ
き
問
題
が
あ
ま
り
に
多
く
か
つ
き
わ
め
て
困
難
な
疑
問
を
惹
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
問
題
の
所
在
と
回
答

へ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
す
こ
と
で
筆
者
に
科
せ
ら
れ
た
責
務
を
果
た
す
こ
と
に
し
た
い
。
本
題
に
立
ち
入
る
前
に
、
問
題
提
起
と
考
察

方
法
の
説
明
を
兼
ね
て
若
干
の
予
備
的
留
意
点
に
言
及
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
す
で
に
取
り
組
ん
て
い
た
学
問
論
（
三
一
患
の
。
沼
冨
冒
一
の
す
『
①
）
と
し
て
の
哲
学
と
人
生
論
と
し
て
の

哲
学
と
の
二
元
論
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
と
り

わ
け
定
年
退
職
後
の
約
二
○
年
間
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
人
生
の
意
味
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
者
に

は
高
齢
者
の
老
後
生
活
を
保
障
す
る
年
金
制
度
に
対
す
る
不
信
感
が
急
速
に
高
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
と
も
関
連
し
て
青
少
年
の
間
に
生
き

デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
現
代
的
意
義

は
じ
め
に
函
問
題
提
起

歴
史
的
理
性
批
判
の
射
程

牧
野
英
二
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２ 

第
二
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
が
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
と
呼
ん
だ
試
み
と
「
生
の
哲
学
」
、
と
り
わ
け
「
心
的
生
」
（
、
の
巴
①
二
一
①
席
己
）
お

よ
び
そ
の
「
体
験
」
（
、
『
－
８
三
⑫
）
と
の
関
係
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
ィ
の
思
想
は
、
従
来
「
生
の
哲
学
」

と
呼
ば
れ
る
思
潮
に
属
す
る
と
み
ら
れ
て
き
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
を
「
生
の
哲
学
」
の
代
表
的
人
物
と
み
な
す
見
解
は
、
彼
を
肯
定
的
に
評

価
す
る
に
せ
よ
、
否
定
的
に
批
判
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
場
合
で
も
、
共
通
し
た
哲
学
史
的
な
通
説
で
あ
り
、
常
識
に
属

す
る
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
世
紀
哲
学
の
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
非
合
理
主
義
的
な
「
生
の
哲
学
」
は
「
実
存
主
義
」
な
い
し

「
実
存
哲
学
」
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
過
去
の
哲
学
思
想
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
改
め

て
検
討
す
る
必
要
の
な
い
哲
学
的
確
信
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
今
日
こ
う
し
た
「
確
信
」
こ
そ
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
は
、
と
り
わ
け
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
「
真
理
と
方
法
」
以
降
ほ
ぼ
通
説
化
し
た
デ
ィ
ル
タ
ィ
批
判
の
基
本
的
視
点
に
関
す
る
論
点
で
あ

る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
晩
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
確
か
に
解
釈
学
的
方
法
を
哲
学
的
に
導
入
し
た
が
、
依
然
と
し
て
自
然
科
学
的
な
客
観
的

イ
ル
タ
イ
思
想
と
そ
の

作
業
の
試
み
で
も
あ
る
。

甲
斐
の
喪
失
現
象
と
も
み
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
心
中
な
ど
の
特
異
な
社
会
現
象
が
頻
発
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
誕
生
か
ら
死
に

至
る
ま
で
人
間
が
医
療
技
術
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
誕
生
す
ら
瞬
か
れ
る
今
日
、
古
来
、
生
・
生
命
・
人
生
（
Ｆ
房
己

の
意
味
を
根
本
的
か
つ
総
合
的
に
考
察
し
て
き
た
哲
学
・
倫
理
学
の
役
割
は
、
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
き
わ
め
て
重
要
な
社
会
的
要
請
を
担
っ
て
い
る
は
ず
の
哲
学
・
倫
理
学
な
ど
の
哲
学
的
諸
学
問
の
教
育
・
研
究

の
現
場
は
、
応
用
倫
理
学
・
臨
床
哲
学
等
の
一
部
の
領
域
を
除
け
ば
、
充
実
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら
の
学
問
の
研
究
・
教
育
の
場

そ
の
も
の
が
衰
退
し
消
滅
の
危
機
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
現
在
哲
学
研
究
と
哲
学
教
育
に
携
わ
っ
て
る
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
的
確
に
把
握
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
と
方
法
に
基
づ
い
て
、
生
・
生
命
・
人
生
の
意
味
を
根
本
的
に
問
い
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。
本
稿
は
、
デ

ィ
ル
タ
イ
思
想
と
そ
の
「
生
の
哲
学
」
（
勺
三
一
．
８
已
三
の
：
い
ぼ
月
旦
の
再
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
の
基
礎
的
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３デイルタイ哲学の現代的意義

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
こ
の
営
み
は
第
一
に
、
非
合
理
主
義
的
な
生
の
哲
学
と
は
異
な
り
、
第
二
に
、
た
ん
に
精
神
科
学
の
基

礎
づ
け
の
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
三
に
、
自
然
科
学
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
知
の
可
能
性
の
条
件
を
問
う
壮
大
な
試
み
で
あ
っ
た
・
第
四
に
、

こ
う
し
た
学
問
論
、
科
学
論
の
試
み
は
、
人
生
論
と
も
不
可
分
で
あ
り
、
第
五
に
、
優
れ
て
実
践
的
な
意
図
の
も
と
で
歴
史
的
社
会
的
現

実
を
さ
ま
ざ
ま
な
生
の
「
自
己
省
察
」
（
、
の
一
す
い
一
ヶ
圏
目
目
巴
と
い
う
心
理
学
的
分
析
か
ら
解
釈
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う

と
し
た
、
い
わ
ば
「
総
合
人
間
科
学
的
な
知
」
の
試
み
の
弛
み
な
い
努
力
の
成
果
で
あ
っ
た
。

明
さ
れ
な
か
っ
た
、

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
デ
ィ
ル
タ
ィ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ば
れ
る
近
年
の
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
の
成
果
は
、
第
一
に
、
こ
う
し
た
見
方
が
た
ん
に

一
面
的
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
第
一
一
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
思
想
の
重
要
な
意
義
を
見
逃
し
て
お
り
、
第
三
に
、
今
日
の
哲
学
的
思
索
に
と
っ

て
も
有
意
義
な
示
唆
を
与
え
た
事
実
を
覆
い
隠
し
て
き
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
実
際
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
は
、
二
○
○
三
年
か
ら
刊
行
を
開
始
し
た
日
本
語
版
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
以
外
に
、
早
く
か
ら
刊
行
さ
れ
た
英
語
版
の

著
作
集
や
フ
ラ
ン
ス
語
版
、
イ
タ
リ
ア
語
版
、
ロ
シ
ア
語
版
の
著
作
集
や
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
、
ス
ペ
イ
ン
語
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
の
主
要
な

著
作
の
刊
行
な
ど
広
範
多
岐
に
わ
た
る
一
次
文
献
の
翻
訳
か
ら
も
、
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
全
三
十
巻

（
１
）
 

の
計
画
で
今
日
一
一
十
三
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
版
全
集
の
既
刊
の
逝
稿
類
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
デ
ィ
ル
タ
イ
像
に
光

を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
デ
ィ
ル
タ
ィ
評
価
や
批
判
の
一
面
性
を
指
摘
し
、
従
来
の
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
き

た
重
要
な
意
義
の
再
評
価
と
今
日
の
哲
学
的
思
索
と
の
積
極
的
な
関
係
を
解
明
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
解
釈
で
は
十
分
解

明
さ
れ
な
か
っ
た
、
知
の
あ
り
方
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
直
そ
う
と
し
た
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
の
営
み
の
射
程
を
測
定
す
る
こ
と
も
可
能

な
真
理
観
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
所
詮
ハ
ィ
デ
ガ
ー
な
ど
に
与
え
た
哲
学
的
解
釈
学
の
先
駆
者
と
し
て
の
意
義
に
と
ど
ま
る
、
と
み
る
の
が

一
般
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
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デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
評
価
や
歴
史
的
お
よ
び
今
日
的
意
義
を
再
検
討
す
る
場
合
に
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
幾
つ
か
の
論
点
が
あ
る
。
端

的
に
言
え
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
前
お
よ
び
没
後
に
わ
た
り
、
そ
の
思
想
や
解
釈
・
評
価
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
変
遷
が
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
哲
学
者
と
い
う
よ
り
も
歴
史
家
で
あ
っ
た
、
と
い
う
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
シ
ュ
ラ
ィ
ァ

ー
マ
ッ
ハ
ー
の
生
涯
」
第
一
巻
二
八
七
○
年
）
以
来
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
科
学
の
重
要
な
歴
史
家
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
、
体
系
的

な
哲
学
者
と
し
て
は
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
な
評
価
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
像
は
、
大
方
の
予
想

を
超
え
て
そ
の
後
も
実
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
思
想
全
体
の
紹
介
を
英
語

（
２
）
 

で
初
め
て
試
み
た
書
物
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ホ
ッ
ジ
ス
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
。
序
論
」
に
対
す
る
書
評
「
哲
学
者
お
よ
び
歴
史

（
３
）
 

家
と
し
て
の
デ
ィ
ル
タ
イ
」
の
中
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
哲
学
者
と
い
う
よ
り
は
歴
史
家
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
人
間
の
条
件
」

の
中
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
「
生
の
哲
学
者
」
に
属
す
る
思
想
家
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
近
代
の
生
の
哲
学
の
最
大
の
代
表
者
は
、

（
４
）
 

生
〈
叩
と
存
在
と
を
同
等
視
し
て
い
る
限
り
、
マ
ル
ク
ス
と
ニ
ー
チ
ェ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
る
」
、
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

第
二
に
、
周
知
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
第
一
の
哲
学
的
主
著
『
精
神
科
学
序
説
」
第
一
巻
（
一
八
八
三
年
）
の
刊
行
年
に
、
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
は
「
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
」
の
な
か
で
「
歴
史
的
理
性
批
判
は
大
い
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
試
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

（
５
）
 

で
ひ
と
つ
の
批
判
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
批
判
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
試
み
に
は
規
範
が
必
要
で
あ
る
」
、
と
批
判
し
て
い
る
。
一
ナ
イ
ル
タ
イ

の
発
生
的
心
理
学
に
は
普
遍
妥
当
性
を
基
礎
づ
け
る
規
範
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
批
判
の
刃
を
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
弟

子
の
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
没
九
年
後
に
「
生
の
哲
学
」
（
一
九
二
○
年
）
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
ィ
な
ど
の
生

の
見
解
は
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
周
知
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
〃

デ
ル
バ
ン
ト
は
「
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
」

ニ
デ
ィ
ル
タ
イ
像
の
変
遷
と
論
争
点
の
移
行
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５デイルタイ哲学の現代的意義
の
哲
学
が
現
代
の
哲
学
に
お
け
る
流
行
思
想
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
批
判
を
試
み
て
い
る
。
因
み
に
、
こ
の
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト

ル
は
「
現
代
に
お
け
る
哲
学
的
な
流
行
思
想
の
叙
述
お
よ
び
批
判
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
生
そ
の
も
の
が
流
行
概
念
で
あ

り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
は
生
物
学
主
義
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
リ
ッ
ヶ
ル
ト
も
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
同
じ
く
「
デ

（
６
）
 

イ
ル
タ
イ
は
哲
学
者
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
家
で
あ
る
」
と
い
う
、
王
張
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
評
価
は
、
両
者
の
理
由
づ
け
の
相
違
を
差
し
当
た
り
度
外
視
す
れ
ば
、
両
者
と
も

共
通
で
あ
り
、
こ
う
し
た
評
価
そ
の
も
の
は
、
両
者
に
限
ら
ぬ
長
い
間
の
デ
ィ
ル
タ
イ
評
価
の
カ
ノ
ン
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し

た
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
上
の
通
説
的
な
見
解
を
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
歴
史
家
と
し
て

の
批
判
的
評
価
と
は
異
質
な
意
味
で
、
今
日
歴
史
哲
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
の
物
語
り
理
論
の
先
駆
的
な
意
義
を
デ
ィ
ル
タ
ィ
に

（
７
）
 

見
い
だ
す
試
み
が
あ
る
｝
」
と
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

第
一
一
一
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
解
釈
学
と
の
関
係
か
ら
把
握
す
る
見
方
が
出
て
く
る
の
は
、
死
後
十
年
以
上
経
過
し
て
一
九
二
三
年
に
刊
行

（
肘
）

さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
第
五
巻
（
タ
イ
ト
ル
「
精
神
的
世
界
生
の
哲
学
序
論
」
前
半
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
諸
論
考
」
）

の
編
者
ゲ
オ
ル
ク
・
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
浩
瀞
な
「
序
論
」
（
く
・
『
す
の
『
一
Ｓ
Ｅ
①
⑫
崖
の
『
自
侭
の
す
の
『
い
〉
が
、
「
心
理
学
か
ら
解
釈
学
へ
（
ご
・
ゴ
ー
の
『

で
竺
呂
・
’
○
ｍ
一
の
目
「
爵
目
８
２
【
一
六
）
」
（
く
』
ご
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
の
解
釈
の
発
展
図
式
を
確
立
し
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い

る
。
ま
た
、
同
年
に
「
ヨ
ル
ク
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
伯
と
の
往
復
書
簡
」
が
刊
行
さ
れ
、
こ
の
書
物
に
よ
っ
て
「
歴
史
的
理

（
腓
）

性
批
判
」
が
デ
ィ
ル
タ
ィ
の
哲
学
的
思
索
の
中
，
心
課
題
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

全
集
第
一
巻
に
収
録
さ
れ
た
「
序
説
」
第
一
巻
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
や
そ
の
試
み
と
ア
ナ
ロ
ガ
ス
な
タ
イ

ト
ル
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
な
誤
解
を
解
く
た
め
の
努
力
を
怠
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
因
み
に
、
第
二
巻
は
未
公
刊
の
完
成
稿
が
全

集
第
十
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
、
ほ
ぼ
百
年
後
の
一
九
八
三
年
に
よ
う
や
く
日
の
目
を
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
こ
の
書
物
の
全
体

像
が
正
確
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
献
学
的
な
特
殊
状
況
も
ま
た
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
を
正
確
に
把
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こ
こ
で
の
狙
い
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
の
意
義
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
哲
学
史
に
お

け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
の
変
貌
が
お
の
ず
か
ら
露
わ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
試
み
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
一
九
八
八
年
に
刊

〈
皿
）

行
さ
れ
た
「
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
田
心
考
」
と
い
う
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
論
文
集
で
展
開
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
ィ
批
判
を
手
が
か
り

（
肥
）

に
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
と
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
田
心
考
と
の
関
係
に
立
ち
入
っ
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
書
物
で
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
が
指
摘
す
る
哲
学
の
伝
統
的
思
考
と
の
断
絶
を
特
徴
づ
け
る
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
「
ポ
ス

ト
形
而
上
学
的
思
考
」
（
目
呂
ョ
鳥
己
ご
ｍ
－
ｍ
ｏ
二
①
②
Ｃ
①
鳥
⑦
。
）
、
「
言
語
論
的
転
回
」
（
一
員
巳
、
［
一
ｍ
。
冨
乏
の
己
の
）
、
「
理
性
の
状
況
化
」
（
ｍ
一
目
①
己
二
ｍ

要
す
る
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
う
し
た
歴
史
哲
学
的
な
探
究
を
企
図
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
ず
精
神
諸
科
学
の
認
識
論
的
な
基
礎
づ
け

を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
試
み
の
内
実
と
方
法
は
、
心
理
学
的
な
基
礎
づ
け
か
ら
解
釈
学
的
な
方
法
の
試
み
へ
と
徐
々
に
変
容

を
遂
げ
た
も
の
の
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
最
晩
年
に
い
た
る
ま
で
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
の
試
み
を
捨
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
彼

の
試
み
の
一
断
面
を
今
日
の
哲
学
的
文
脈
か
ら
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
⑪
）
 

う
し
」
す
る
の
で
あ
る
。

握
す
る
の
を
困
難
に
さ
せ
て
き
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
全
集
第
十
九
巻
の
編
者
が
看
破
し
た
よ
う
に
、
「
序
説
」
の
主
題
的
論
述
は

第
二
巻
に
あ
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
決
し
て
歴
史
哲
学
者
と
解
釈
さ
れ
て
も
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
序
説
」
第
一
巻
で
も
明
確

に
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
哲
学
と
は
、
次
の
よ
う
な
学
科
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は
歴
史
的
全
体

を
統
一
性
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
二
に
、
歴
史
的
経
過
や
諸
変
化
を
一
つ
の
定
式
に
よ
っ
て
把
握
し
て

唯
一
の
原
理
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
。
第
三
に
、
歴
史
の
意
味
な
い
し
歴
史
的
な
経
過
の
価
値
お
よ
び
目
標
を
有
機
的
に
分
節
化
し
よ

三
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
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７デイルタイ哲学の現代的意義
（
川
〉

。
⑥
『
く
⑩
ョ
冒
溥
）
、
「
実
践
に
対
す
る
理
論
の
優
位
の
逆
転
」
（
ｃ
ョ
【
①
弓
『
目
、
。
①
⑫
く
○
コ
目
、
切
○
の
『
弓
宜
８
コ
の
ご
・
『
ロ
⑰
『
で
『
員
一
ｍ
）
の
四
点
で
あ
っ
た
。

そ
の
な
か
で
名
前
を
出
し
て
明
示
的
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
判
を
試
み
た
の
は
、
ま
ず
第
一
に
理
性
の
状
況
化
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

「
超
越
論
的
意
識
を
言
語
、
行
為
、
身
体
な
ど
に
「
具
体
化
」
し
て
考
え
、
理
性
を
社
会
と
歴
史
へ
と
位
置
づ
け
て
状
況
化
す
る
試
み
」

の
一
つ
の
流
れ
と
し
て
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
を
経
て
ガ
ダ
マ
ー
に
至
る
路
線
で
展
開
さ
れ
て
き
た
」
（
三
一
一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
直
接
的
な
議
論
は
み
ら
れ
な
い
。

別
の
箇
所
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
的
理
性
批
判
の
試
み
に
着
目
し
て
い
る
。
「
普
遍
性
・
超
時
間
性
・
必
然
性
と
い
っ
た
形
而
上

学
的
な
属
性
は
超
越
論
的
主
観
性
の
超
世
界
的
位
置
づ
け
へ
と
転
移
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
位
置
づ
け
は
、
ま
ず
最
初
に
、
新
し
い
精
神

科
学
の
諸
前
提
と
衝
突
し
た
」
（
五
八
頁
）
事
実
を
指
摘
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
歴
史
的
理
性
批
判
が
要
請
さ
れ

る
、
と
み
な
す
。
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
根
源
を
も
た
ず
あ
ら
ゆ
る
偶
発
性
と
自
然
必
然
性
を
免
れ
た
総
合
的

、
、
、
、

な
働
き
が
い
ま
や
世
界
の
な
か
に
場
所
を
見
い
だ
す
←
」
と
が
で
き
、
そ
れ
で
い
て
そ
の
働
き
と
世
界
構
成
の
過
程
と
の
内
的
結
合
を
放
棄

す
る
必
要
が
な
い
」
（
同
箇
所
）
と
い
う
点
に
、
超
越
論
哲
学
の
基
本
概
念
を
改
訂
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
看
取
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

歴
史
主
義
と
生
の
哲
学
は
、
伝
統
の
媒
介
、
美
的
経
験
、
個
人
の
身
体
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
実
存
な
ど
に
、
超
越
論
的
主
観
の
古
典
的

概
念
を
破
砕
せ
ざ
る
を
え
な
い
認
識
論
的
意
味
を
付
与
し
た
。
し
か
し
、
「
超
越
論
的
な
総
合
に
代
わ
っ
て
現
れ
た
の
は
、
「
生
」
の
生
産

性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
見
す
る
と
具
体
的
だ
が
そ
の
じ
っ
構
造
を
欠
い
て
い
た
」
（
同
箇
所
）
。
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
は
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
を
一

方
で
評
価
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
十
九
世
紀
半
ば
以
降
、
経
験
科
学
の
権
威
は
哲
学
に
同
化
を
強
い
る
こ

と
に
な
っ
た
点
に
注
目
し
て
、
「
哲
学
を
自
然
科
学
や
精
神
科
学
に
、
あ
る
い
は
論
理
学
や
数
学
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
ほ
う
も
、

新
た
な
問
題
を
産
み
出
し
た
」
と
指
摘
し
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
や
歴
史
主
義
は
哲
学
を
哲
学
史
と
世
界
観
の
類
型
学
へ
と
解
体
し
た
」
（
五
三

頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
最
後
の
批
判
の
論
点
は
、
す
で
に
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
往
復
書
簡
か
ら
窺
わ
れ
る
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８
よ
う
な
「
学
問
的
哲
学
対
世
界
観
学
の
哲
学
」
と
い
う
解
釈
図
式
を
世
襲
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
独
自
の
見
解
で
は
な

ハ
ー
バ
マ
ー
ス
に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
評
価
と
批
判
は
以
上
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
「
言
語
論
的
転
回
」
を
除
く
上
述
の

三
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
「
ポ
ス
ト
形
而
上
学
的
思
考
」
「
理
性
の
状
況
化
」
「
実
践
に
対
す
る
理
論
の
優
位
の
逆
転
」
に
関
連
し
た
、
デ
ィ

ル
タ
ィ
評
価
は
、
お
お
む
ね
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
概
念
に
対
す
る
把
握
は
、
批
判
の
視
点
の

相
違
は
あ
っ
て
も
リ
ッ
ヶ
ル
ト
以
降
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
に
至
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
デ

ィ
ル
タ
ィ
評
価
と
批
判
は
、
リ
ッ
ヶ
ル
ト
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
比
較
す
れ
ば
、
は
る
か
に
綿
密
な
考
察
に
裏
打
ち
さ
れ
、
し
か
も
公
平
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
な
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
理
解
の
仕
方
は
、
ど
こ
ま
で
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
の
体
験
」
や
「
意
識
の
事
実
」
に
論
点
を
絞
っ
て
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
暫
定
的
な
結

論
を
導
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

あ
る
。

第
三
は
、
理
論
と
実
践
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
は
、
「
哲
学
が
科
学
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
へ
と
引
き

戻
さ
れ
、
他
の
専
門
科
学
と
並
ぶ
ひ
と
つ
の
学
問
的
な
専
門
科
目
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
哲
学
は
、
ま
す
ま
す
真
理
へ
の
特
権

的
な
通
路
で
あ
る
こ
と
を
、
理
論
の
救
済
意
味
で
あ
る
こ
と
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
（
六
九
頁
）
と
い
う
現
実
を
踏
ま

え
て
、
そ
れ
で
も
哲
学
は
、
他
の
科
学
的
分
野
と
は
異
な
り
、
理
論
以
前
の
知
識
や
生
活
世
界
の
非
対
象
的
な
総
体
に
対
し
て
も
、
そ
れ

な
り
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
事
実
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。
す
る
と
哲
学
は
、
こ
う
し
た
地
点
か
ら
科
学
全
体
を
振
り
返
り
、
諸
科
学

の
自
己
反
省
を
押
し
進
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
学
以
前
の
実
践
の
な
か
に
科
学
的
な
理
論
形
成
の
意
味
の
基
底
を
露
呈
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ガ
ー
ダ
マ
ー
に
達
す
る
哲
学
的
解
釈
学
は
、
「
生
成
と
妥
当
と
の
あ
い
だ
の
こ
う
し
た
内
的
連
関
を

明
る
み
に
出
し
て
き
た
」
（
七
○
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
実
践
に
対
す
る
理
論
の
古
典
的
な
優
位
は
、
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
ら
れ
た
わ
け
で

し､
０ 

Hosei University Repository



９デイルタイ哲学の現代的意義

デ
イ
ル
タ
イ
の
哲
学
思
想
を
全
体
的
な
視
野
の
も
と
で
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
一
一
十
一
世
紀
に
入
り
全
集
の
刊
行
が
着
実
に
進
行

し
、
多
く
の
研
究
成
果
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
多
く
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
哲
学
的
な
概
念
の
用
語
法
が
指
摘
で
き
る
。
実
際
、
早
い
段
階

か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
カ
ン
ト
や
へ
－
ゲ
ル
の
用
語
を
自
分
独
自
の
思
想
的
表
現
の
手
段
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
混
乱
に
陥
れ

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
と
関
連
し
て
デ
ィ
ル
タ
ィ
が
自
身
の
思
索
の
成
果
で
あ
る
論
文
の
刊

行
を
し
ば
し
ば
中
断
し
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
異
質
と
も
み
ら
れ
る
研
究
に
向
か
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
初
期
の
大

著
「
シ
ュ
ー
フ
イ
ア
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
生
涯
」
や
中
期
の
代
表
作
「
精
神
科
学
序
説
」
な
ど
も
、
い
ず
れ
も
第
一
巻
で
中
断
し
て
お
り
、
そ
の

た
め
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
第
一
巻
の
男
」
と
呼
ば
れ
、
晩
年
に
至
り
、
弟
子
た
ち
か
ら
も
「
謎
の
老
人
」
と
も
呼
ば
れ
た
事
実
は
、
そ
の
一

た
め
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
第
工

端
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
態
は
、
こ
こ
で
の
主
題
で
あ
る
「
意
識
の
事
実
」
や
「
現
象
性
の
原
理
［
命
題
］
」
、
「
生
の
体
験
」
の
正
確
な
理
解
を
妨

げ
て
き
た
こ
と
に
も
、
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
成
熟
し
た
思
想
内
容
に
即
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
意
識
の
事
実
」
も

「
現
象
性
の
原
理
」
や
「
生
の
体
験
」
も
、
「
意
識
」
「
事
実
」
「
現
象
性
」
「
生
」
「
体
験
」
な
ど
の
概
念
の
把
握
と
と
も
に
従
来
の
通
説
的

な
理
解
や
解
釈
・
評
価
と
は
対
照
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
は
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
体
系
と
み
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
み
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

研
究
者
の
間
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
い
ま
な
お
呼
び
起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
ィ
は
、
「
精
神
科
学
序
説
」
第
一
巻
（
’

八
八
三
年
）
で
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
試
み
と
ア
ナ
ロ
ガ
ス
な
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
の
試
み
を
企
て
、
曲
折
や
中
断
が
あ
っ

四
意
識
の
事
実
と
現
象
性
の
原
理

Hosei University Repository



10 
た
と
し
て
も
最
晩
年
ま
で
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
し
た

と
お
り
で
あ
る
。
「
序
説
」
で
は
こ
の
試
み
は
「
意
識
の
事
実
」
（
『
昌
困
ｓ
ｇ
Ｑ
囲
国
の
乏
巨
患
虜
⑱
ョ
②
）
の
分
析
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、

と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
は
「
意
識
の
事
実
」
は
、
自
然
科
学
と
は
区
別
さ
れ
た
精
神
科
学
の
哲
学
的
原
理
を
構
築
し
よ
う
と
企
図
し
た

「
歴
史
的
理
性
批
判
」
の
内
実
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
意
識
の
事
実
」
の
分
析
に
よ
っ
て
、
精
神
科
学
の
事
実
か
ら
出
発
し
て
、

こ
う
し
た
事
実
を
歴
史
的
に
説
明
し
、
人
間
の
認
識
能
力
の
う
ち
に
あ
る
精
神
科
学
の
根
拠
、
言
い
換
え
れ
ば
、
精
神
科
学
の
事
実
を
可

能
に
す
る
主
観
的
な
条
件
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
る
。
こ
の
試
み
は
、
「
意
識
の
事
実
」
が
「
確
実
な
知
識
に
対
す
る
最
終

的
で
唯
一
の
審
級
」
を
解
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
ィ
が
「
意
識
の
事
実
」
が
伝
統
的
な
形
而
上
学
の
よ
う
に
無
条
件
的
で
絶
対
的
な
理
論
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
た
、
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
ィ
は
、
ど
こ
ま
で
も
経
験
を
重
視
し
、
現
実
世
界
に
根
差
し
て
表
象
主
義
や
主
客

二
元
論
、
意
識
の
内
と
外
の
区
別
と
不
可
避
な
ア
ポ
リ
ア
、
外
界
の
実
在
性
の
因
果
的
推
論
に
よ
る
証
明
な
ど
を
斥
け
よ
う
と
し
て
き
た

か
ら
で
あ
る
。
「
序
説
」
第
一
巻
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
理
論
重
視
の
知
性
主
義
や
表
象
主
義
の
批
判
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
。
「
ロ
ッ
ク

や
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
が
構
成
す
る
認
識
主
観
の
血
管
に
は
現
実
的
な
血
液
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
思
考
能
力
と
し
て
の
理
性
と
い
う
希

薄
な
液
体
が
流
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」
戸
×
く
二
・
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
は
「
全
体
的
な
人
間
に
従
事
す
る
歴
史
学
の
営

み
は
、
認
識
や
概
念
の
解
明
も
ま
た
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
錯
綜
し
あ
っ
て
織
り
あ
げ
る
多
様
性
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
全
体
的
な
人

間
の
そ
の
意
欲
し
感
じ
表
象
す
る
本
質
の
う
ち
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
導
い
て
い
く
」
（
］
目
・
）
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
ィ
の
哲
学
的
思
索
の
出
発
点
は
、
全
体
的
な
人
間
本
性
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
全
体
的
な
人
間
の
本
性
の
現
実
的

な
生
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
意
欲
や
感
情
や
表
象
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
み
せ
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
旨
ら
。
人
間
は
歴
史
的
現
実
の
な

か
で
生
活
す
る
か
ぎ
り
、
認
識
の
主
体
も
ま
た
、
歴
史
的
で
心
的
な
全
体
的
な
現
実
の
統
一
体
で
あ
る
。
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
は
や
は
り
歴

史
主
義
と
心
理
主
義
が
陥
る
相
対
主
義
か
ら
免
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
ク
ル
ト
・
フ
ラ
ッ
シ
ュ
は
「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
哲
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１１デイルタイ哲学の現代的意義

一
九
八
二
年
に
全
集
版
第
十
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
「
精
神
科
学
序
説
」
第
二
巻
の
完
成
原
稿
二
八
八
○
年
／
九

○
年
頃
執
筆
。
い
わ
ゆ
る
ブ
レ
ス
ラ
ウ
完
成
稿
を
含
む
）
の
第
四
部
の
第
一
編
に
は
、
第
四
部
「
認
識
の
基
礎
づ
け
」
の
第
一
章
は
「
意

識
の
事
実
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
そ
の
第
一
節
は
「
現
象
性
の
原
理
」
（
□
①
『
、
昌
肘
：
『
厚
冒
Ｃ
日
の
冒
一
颪
【
）
と
称
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
十
九
巻
に
は
「
生
と
認
識
。
認
識
論
的
論
理
学
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
の
試
み
」
〈
’
八
九
二
／
九
三
年
頃
）
が
収
録
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
で
は
従
来
そ
れ
以
降
の
晩
年
の
成
果
と
さ
れ
て
い
た
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
約
三
十
頁
に
わ
た
り
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
通
説
を
覆
す
よ
う
な
新
た
な
遺
稿
に
み
ら
れ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
思
索
の
成
果
は
、
上
述
の
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
デ
ィ
ル
タ
ィ
評
価

に
も
ま
だ
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
第
四
部
で
は
、
「
意
識
の
事
実
に
関
す
る
学
問
は
経
験
科
学
、
『
毎
耳
目
、
⑫
三
】
⑫
⑰
８
ｍ
・
富
津
で
あ
る
」
（
×
貝
・
函
〕
）
と
い
う
主
張
を
含

む
論
述
内
容
か
ら
み
て
、
た
ん
に
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
だ
け
で
な
く
、
自
然
科
学
を
含
む
す
べ
て
の
科
学
的
知
識
と
哲
学
的
知
の
基
礎

づ
け
が
探
究
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
最
初
の
章
の
冒
頭
部
分
で
「
現
象
性
の
命
題
」
と
い
う
原
理
と
は
、
「
す
べ
て
は
意
識
の

事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
意
識
の
諸
条
件
に
し
た
が
う
」
（
×
辰
ご
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
対
象
は
、
私

が
関
係
す
る
人
物
で
さ
え
も
、
私
に
と
っ
て
は
私
の
意
識
の
事
実
に
す
ぎ
な
い
。
意
識
の
事
実
は
、
そ
こ
か
ら
客
観
が
成
立
す
る
唯
一
の

素
材
で
あ
る
」
（
〆
貝
・
畠
）
、
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
原
理
が
す
べ
て
の
事
物
を
人
間
の
意
識
に
還
元
す
る
懐
疑
主
義
的
な
現
象
主
義
で
も
、
現
象
と
物

自
体
と
の
区
別
に
依
拠
し
た
現
象
の
カ
ン
ト
的
な
表
象
主
義
で
も
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
意
識
を
超
越
論
的
な
意
識
と
も
、

経
験
的
な
意
識
と
も
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
意
識
は
定
義
で
き
な
い
と
考
え
て
お
り
、
「
意
識
を
そ
れ
以
上
の

学
者
で
は
な
く
、
相
対
主
義
の
←

る
こ
と
も
含
め
て
、
「
意
識
の
車

に
、
さ
ら
に
考
察
し
て
み
た
い
。

（
Ｍ
）
 

相
対
主
義
の
危
険
に
直
面
し
て
驚
傍
Ｉ
）
た
歴
史
経
験
の
証
人
で
あ
る
」
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え

、
「
意
識
の
事
実
」
と
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
作
業
を
執
筆
後
ほ
ぼ
百
年
を
経
て
日
の
目
を
み
た
資
料
を
手
が
か
り

Ｐ 
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こ
う
し
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
実
在
性
論
考
」
二
八
九
○
年
）
と
呼
ば
れ
る
『
外
界
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
信
念
の

起
源
と
そ
の
信
念
の
正
当
性
と
に
関
す
る
問
い
を
解
決
す
る
こ
と
へ
の
寄
与
」
の
第
一
章
で
は
、
「
現
象
性
の
原
理
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

が
付
さ
れ
て
「
哲
学
の
最
高
の
命
題
は
現
象
性
の
原
理
で
あ
る
」
（
く
し
ｅ
、
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
も
、
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
「
意
識
の
事
実
」
と
い
う
表
現
や
意
志
・
感
情
・
表
象
と
い
う
心
の
働
き
の
三
区
分
も
ま
た
、
カ
ン
ト
以
来
の

伝
統
的
な
概
念
の
呪
縛
か
ら
完
全
に
免
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ど
れ
だ
け
伝
統
的
な
形

而
上
学
的
思
考
法
と
の
断
絶
と
そ
の
克
服
を
意
図
し
て
も
、
そ
の
意
図
や
狙
い
は
十
分
展
開
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
後
期
の

著
作
に
な
る
と
哲
学
の
最
高
の
原
理
と
言
わ
れ
た
「
意
識
の
事
実
」
と
い
う
表
現
は
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
関

し
て
は
、
色
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
「
意
識
の
事
実
」
は
晩
年
ま
で
依
然
と
し
て
前
提
さ
れ
た
原
理
で
あ
る
と
み
な
す
か
、
そ
れ
と

も
「
体
験
」
の
概
念
に
よ
っ
て
無
効
に
な
っ
た
命
題
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
者
の
間
で
も
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る

〈
応
）

が
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
先
を
急
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。

分
析
が
不
可
能
な
究
極
の
所
与
と
し
て
提
示
で
き
る
」
（
×
一
〆
巴
）
だ
け
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
に
与
え
ら
れ
た

も
の
を
「
意
識
の
事
実
」
と
し
て
、
そ
の
客
観
的
な
確
実
性
の
う
ち
で
捉
え
る
意
識
の
あ
り
方
が
「
覚
知
」
（
｝
目
皇
の
ａ
・
己
と
呼
ば
れ
る

働
き
で
あ
る
。
こ
の
働
き
は
、
意
識
そ
の
も
の
を
客
観
化
し
う
る
内
的
観
察
、
内
省
と
は
異
な
る
。
自
我
の
内
的
観
察
で
は
、
主
観
の
う

ち
に
主
観
と
客
観
と
の
対
立
構
造
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
覚
知
」
（
気
づ
き
）
で
は
、
な
に
か
に
向
か
う
意
識
、
な
に
か
が
与

え
ら
れ
て
い
る
意
識
の
働
き
に
即
し
た
、
こ
う
し
た
働
き
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
覚
知
」
で
は
作
用
と
対
象
と
が
ひ
と
つ

で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
外
界
や
他
者
と
自
己
と
の
区
別
も
、
す
で
に
こ
の
意
識
の
事
実
の
う
ち
で
は
統
一
さ
れ
て
い
る
、
と

言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
自
己
と
世
界
と
は
根
源
的
に
等
し
く
与
え
ら
れ
た
統
一
性
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
覚
知
」
と
は
、
た
ん
な
る
意
識
を
超
え
た
働
き
で
あ
り
、
主
観
と
客
観
、
作
用
と
内
容
、
形
式
と
実
質
と
の
間
の
あ
ら
ゆ
る
反
省
的
な

で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
一

言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
自
己
，

「
覚
知
」
と
は
、
た
ん
な
る
音

区
別
に
先
立
つ
働
き
で
あ
る
。
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１３デイルタイ哲学の現代的意義

初
期
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
晩
年
と
は
異
な
り
体
験
と
理
解
と
を
明
確
に
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
心
的
生
の
全

体
性
を
探
究
す
る
際
に
、
体
験
と
理
解
は
心
の
連
関
を
直
接
的
に
把
握
す
る
役
割
に
関
し
て
明
確
な
区
別
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
「
解
釈
学
の
成
立
」
二
九
○
○
年
）
に
な
る
と
、
個
性
的
な
も
の
の
理
解
を
普
遍
妥
当
性
に
ま
で
高
め
る
こ
と
の
可
能
性
と
い
う
精

神
科
学
に
固
有
の
問
題
に
取
り
組
み
、
自
然
認
識
に
は
な
い
利
点
と
し
て
「
精
神
科
学
の
対
象
は
、
直
接
的
で
内
的
な
現
実
そ
の
も
の
で

あ
り
、
し
か
も
そ
の
現
実
は
内
か
ら
体
験
さ
れ
た
連
関
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
触
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

全
集
第
六
巻
の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
「
詩
学
へ
の
断
片
」
二
九
○
七
／
○
八
年
）
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
体
験
」
の
も
つ
特
徴
が

き
わ
め
て
生
き
生
き
と
描
出
さ
れ
て
い
る
。
「
愛
す
る
人
の
死
は
、
構
造
的
に
特
別
な
仕
方
で
苦
痛
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ

の
苦
痛
が
、
私
が
苦
痛
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
ひ
と
つ
の
対
象
に
関
連
し
た
知
覚
や
表
象
と
、
こ
の
よ
う
に
構
造
的
に
結
合
し
て
い
る
こ

な
お
、
や
は
り
遺
稿
「
生
と
認
識
」
で
も
「
思
考
は
生
の
過
程
で
あ
る
」
こ
と
、
「
生
は
構
造
で
あ
る
。
構
造
は
生
の
連
関
で
あ
る
。

（
中
略
）
生
の
反
復
す
る
経
過
の
う
ち
で
生
の
統
一
体
の
分
節
化
（
シ
『
【
一
百
一
昌
目
）
が
明
瞭
な
意
識
に
も
た
ら
さ
れ
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
解
明
さ
れ
る
」
（
×
員
山
己
、
と
生
の
統
一
は
構
造
的
連
関
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
、
「
生
の
分
節

化
」
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
試
み
は
、
心
理
学
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
生
物
学
的
レ
ベ
ル
へ
と
拡
大
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
Ｐ
そ
れ
で
も
九
十
五
年
／
六
年
に
は
（
「
比
較
心
理
学
」
）
、
生
物
学
的
な
基
礎
づ
け
は

（
肺
）

放
棄
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、
人
間
の
生
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
・
文
化
的
に
形
成
さ
れ
、
心
的

構
造
の
他
の
契
機
と
連
関
し
な
が
ら
分
節
化
さ
れ
て
発
展
す
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
上
述
の
リ
ッ
ヶ
ル
ト
の
デ
ィ

ル
タ
イ
批
判
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
妥
当
し
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
生
の
体
験
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1４ 
と
が
ひ
と
つ
の
体
験
な
の
で
あ
る
」
（
く
閂
・
い
哀
）
。
こ
こ
で
は
「
体
験
」
と
は
そ
れ
自
身
が
内
的
な
構
造
を
も
ち
、
こ
の
構
造
の
う
ち
で
は

知
覚
・
把
握
・
感
情
・
思
考
・
意
志
の
も
ろ
も
ろ
の
作
用
が
ひ
と
つ
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
、
分
節
化
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
全
体
を
な
し
て
い

る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
体
験
を
把
握
す
る
概
念
的
な
形
式
が
、
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
働
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
自
然
の
世
界
の
説
明
に
使
用
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
異
な
り
、
歴
史
的
世
界
の
理
解
の
際
に
き
わ
め
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
こ
の
機
会
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
体
験
」
は
、
通
常
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
主
観
的
な
意
識
状
態
で
は
け

っ
し
て
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
体
験
」
は
、
意
識
の
志
向
性
で
も
意
識
の
同
一
性
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
対
象
意

識
の
根
本
的
な
前
提
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
「
体
験
」
の
も
つ
構
造
は
、
統
一
性
と
対
象
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
唯
一
性
や
普
遍
妥
当

性
と
い
う
契
機
も
ま
た
、
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
、
と
み
ら
れ
る
。
さ
き
に
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
「
意
識
の
事
実
」
の
分
析
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
を
み
た
。
こ
こ
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
は
や
は
り
「
体
験
」
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
分
析
（
分
節
化
）
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

体
験
と
い
う
出
来
事
が
唯
一
で
あ
り
、
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
こ
と
は
、
外
界
の
実
在
性
を
否
定
す
る
と
い
う
想
定
に
よ
っ
て
反
駁
ざ
れ
破

棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
抵
抗
し
が
た
い
力
を
も
っ
て
実
在
性
が
私
に
現
前
す
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ィ

ル
タ
イ
は
、
外
界
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
証
明
は
不
要
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
外
界
と
意
識
と
の
関
係
は
、
実
践
的
な
関
係
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
学
問
的
な
区
分
に
つ
い
て
も
、
体
験
の
統
一
性
か
ら
派
生
的
に
導
き
出
さ
れ
る
自
然
と
精
神
と
の
二
元
的

な
区
分
と
同
様
に
、
根
源
的
な
存
在
論
的
な
区
分
と
み
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
帰
結
す
る
。
外
界
と
意
識
と
の
区
分
は
、
生
の
連
関
の
う

ち
で
体
験
さ
れ
た
も
の
を
認
識
主
体
の
態
度
の
相
違
に
依
拠
さ
せ
る
。
「
自
然
は
体
験
を
と
お
し
て
人
間
に
現
に
存
在
し
て
く
る
」
（
く
戸

田
、
「
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
」
一
九
一
○
年
）
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
精
神
科
学
は
、
体
験
や
表
現
、
理
解
に
よ
っ

て
成
り
立
つ
連
関
の
う
ち
へ
と
認
識
し
な
が
ら
深
く
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
生
物
学
的
な
生
命
か
ら
「
精
神
」
と
な
る
プ
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１５デイルタイ哲学の現代的意義

エ

ジフ
◎ 

こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
な
知
識
の
仮
説
的
普
遍
性
も
ま
た
、
解
釈
学
的
方
法
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
。
最
晩
年
の
遺
稿
で
「
精
神

科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
の
続
編
草
案
」
に
は
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
の
た
め
の
プ
ラ
ン
」
と
い
う
副
題
が
付
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
構
想
は
、
生
の
客
観
態
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
拡
張
し
て
、
体
験
さ
れ
て
い
る
所
与
以
上
に

及
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
理
解
は
、
初
期
か
ら
晩
期
ま
で
の
間
に
は
見
解
に
ズ
レ
が
み
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
個
人
の
体
験
か
ら
出
発

し
て
、
自
己
理
解
か
ら
他
者
理
解
、
「
理
解
が
多
く
の
人
々
や
精
神
的
な
想
像
や
共
同
体
へ
と
伸
び
広
が
る
に
つ
れ
て
、
個
人
の
生
の
地

平
は
広
が
り
、
共
通
な
も
の
を
つ
う
じ
て
普
遍
的
な
も
の
へ
と
導
く
」
（
く
』
こ
と
）
。
こ
う
し
た
普
遍
的
な
知
識
に
よ
っ
て
理
解
の
学
問

性
、
科
学
性
は
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

ロ
セ
ス
を
実
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
精
神
科
学
全
体
は
、
生
に
よ
る
生
自
身
に
つ
い
て
の
学
問
的
な
自
己
意
識
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。

生
は
、
そ
の
体
験
と
表
現
と
理
解
と
か
ら
な
る
連
関
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、
生
の
構
造
連
関
は
、
表
現
構
造
と
理
解
構
造
と
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
は
、
た
ん
に
生
物
学
的
な
生
や
生
命
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
る

以
上
の
よ
う
に
歴
史
的
理
性
批
判
の
試
み
は
、
歴
史
的
現
実
の
生
の
自
己
解
釈
、
自
己
省
察
（
、
の
一
宮
Ｓ
の
⑫
三
コ
目
こ
の
試
み
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
「
自
己
省
察
」
も
ま
た
、
発
展
史
的
に
み
て
多
義
的
で
あ
る
。
ま
ず
「
認
識
論
的
」
（
×
〆
×
×
酉
・
編
者
序
論
）
で
あ
り
、
次

に
「
歴
史
的
」
（
）
貝
》
い
ご
で
あ
り
、
「
社
会
の
自
己
省
察
と
し
て
の
哲
学
」
（
〆
只
さ
一
・
『
序
説
」
第
二
巻
の
全
体
計
画
三
部
）
や
「
人

間
学
的
省
察
」
（
×
〆
巳
ｏ
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
歴
史
的
理
性
批
判
の
射
程
の
拡
大
・
変
容
と
と
も
に
解
釈
学
的
含
意
を
強
め
て
い
く
。

そ
こ
で
こ
の
試
み
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
」
の
概
念
を
現
代
的
な
文
脈
か
ら
位
置
づ
け
直
す
な
ら
ば
、
ど
の
ょ

六
生
の
批
判
的
概
念

Hosei University Repository



1６ 
う
に
表
現
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
解
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
の
う
ち
に
窺
わ
れ
る
知
の
仮
説
的
普
遍
性
の
説
明
を
兼
ね
て
、

さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
生
の
自
己
解
釈
は
個
体
的
（
ヨ
＆
く
一
目
①
一
一
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
自
己
解
釈
は
つ
ね
に
「
一
つ
の
生
き
生
き
し
た
も

の
」
「
生
動
的
な
も
の
」
（
戸
っ
・
己
再
ご
）
か
ら
出
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
己
解
釈
は
、
あ
の
個
体
的
な
生
の
諸
条
件
の
下
で
一
つ

の
個
体
的
な
生
の
統
一
体
（
ぽ
す
目
⑫
⑰
冒
冒
（
）
の
自
己
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
統
一
体
が
一
人
の
人
間
、
他
者
や
特
定
の
社
会
や

集
団
、
人
類
全
体
を
包
摂
す
る
「
生
の
独
特
の
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
作
用
連
関
は
「
自
己
自
身
に
中
心
を
も
つ
」
統

一
的
な
主
体
で
あ
る
。
生
は
内
部
か
ら
の
み
把
握
可
能
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
、
個
体
性
と
い
う
モ
メ
ン
ト
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
生
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
可
能
で
あ
る
。

第
一
一
に
、
生
の
自
己
解
釈
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
で
の
『
⑫
烹
互
く
＆
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
々
の
生
の
統
一
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生

を
限
界
づ
け
る
諸
構
造
に
よ
っ
て
の
み
、
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
構
造
か
ら
生
の
統
一
体
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
生
の
諸
条
件
を
解
釈
す
る
。
要
す
る
に
、
諸
々
の
生
の
統
一
体
は
、
あ
る
限
界
づ
け
ら
れ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
う
ち
で
す
で

に
諸
構
造
、
歴
史
的
諸
条
件
を
解
釈
し
て
い
る
。
「
生
の
地
平
（
ぽ
ず
８
畳
○
日
。
ｇ
」
（
く
員
一
コ
）
と
は
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
こ
の
言
葉
は
、
あ
る
時
代
に
生
き
る
人
間
の
思
考
、
感
情
、
意
欲
等
と
関
連
す
る
限
界
づ
け
（
因
偲
『
の
日
目
巴
と
理
解

す
る
」
〈
く
員
コ
ヨ
）
。
生
は
包
括
的
な
全
体
で
あ
り
、
す
べ
て
が
そ
の
関
係
の
な
か
で
理
解
さ
れ
、
人
間
は
生
の
背
後
に
遡
る
こ
と
は
で

第
一
一
一
に
、
生
の
自
己
解
釈
は
仮
説
的
（
ご
己
。
〔
冒
二
抄
。
ゴ
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
の
諸
条
件
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
解
釈
は
、
つ
ね
に
除

外
ざ
れ
排
除
さ
れ
た
生
の
諸
条
件
が
、
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
は
侵
入
す
る
こ
と
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生

の
諸
規
定
は
、
つ
ね
に
あ
る
未
規
定
的
な
も
の
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
規
定
は
上
述
の
意
味
で
仮
説
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
生
の
意
義
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
［
人
間
］
の
把
握
は
、
未
規
定
的
な
も
の
へ
と
流
れ
去
る
」
（
く
罠
巳
】
）
の
で
あ
る
。
歴

す
る
」
（
ご
戸
コ
ヨ

き
な
い
の
で
あ
る
。
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第
五
に
、
生
の
自
己
解
釈
は
不
可
逆
的
（
一
『
『
の
く
の
『
号
の
一
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
の
自
己
解
釈
は
つ
ね
に
創
造
的
で
形
態
を
な
し
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
生
の
統
一
体
に
対
す
る
反
省
も
ま
た
、
こ
の
生
の
う
ち
で
一
つ
の
通
路
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
を
引
き
戻
し

（
眠
）

て
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
生
の
把
握
は
「
決
し
て
完
結
し
な
い
一
つ
の
関
係
で
あ
る
」
（
ぐ
戸
回
い
ぃ
）
。
実

際
、
生
は
あ
る
方
向
に
向
か
っ
て
発
展
し
、
あ
る
形
態
（
人
格
や
性
格
）
を
形
成
す
る
よ
う
、
つ
ね
に
自
己
自
身
を
超
え
て
い
く
と
い
う

内
在
的
傾
向
を
有
す
る
。
生
は
ま
た
、
記
憶
の
働
き
に
よ
り
生
の
体
験
に
客
観
的
意
味
を
与
え
る
。
記
憶
の
な
か
で
自
伝
を
書
く
ひ
と
は

「
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
経
験
し
た
自
己
の
生
の
瞬
間
を
紡
ぎ
出
し
、
取
り
出
し
て
他
の
瞬
間
は
忘
却
の
淵
に
沈
め
る
。
そ
の
場
合
、
あ

る
瞬
間
の
意
義
の
錯
覚
を
正
し
た
の
は
未
来
で
あ
る
」
（
く
戸
９
ｓ
。
歴
史
的
な
生
の
体
験
の
世
界
は
、
こ
う
し
た
構
造
を
も
つ
、
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
生
の
体
験
・
表
現
・
理
解
と
い
う
解
釈
学
的
原
理
は
、
こ
う
し
た
生
の
櫛
造
連
関
の
自
己
解
釈
の
あ
り
方
に
他
な
ら

第
四
に
、
生
の
自
己
解
釈
は
再
帰
的
（
『
畠
の
×
－
ご
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
生
の
意
義
に
つ
い
て
の
人
間
の
把
握
の
変
更
は
、
次

の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
生
の
統
一
体
は
、
自
己
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
内

容
か
ら
、
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
の
立
場
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
自
己
を
世
界
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

う
し
た
変
更
が
経
験
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
分
離
も
ま
た
仮
説
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
生
の
統
一
体
は
、
自
己
自

身
を
同
時
に
世
界
の
部
分
と
し
て
経
験
し
、
同
様
に
生
が
そ
の
世
界
を
規
定
す
る
よ
う
に
生
の
世
界
か
ら
規
定
す
る
。
あ
る
個
体
の
生
の

統
一
性
の
自
己
解
釈
の
再
帰
性
（
刃
呂
の
×
－
ご
一
［
ｇ
は
、
個
体
的
な
生
の
統
一
性
が
生
の
自
己
関
係
性
を
経
験
し
う
る
仕
方
を
意
味
す
る
。

自
己
と
外
界
と
の
作
用
連
関
は
、
こ
う
し
た
人
間
の
生
の
歴
史
的
現
実
の
あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
。
自
己
は
、
他
者
や
世
界
と
そ
の
よ

く
Ⅳ
｝

う
な
「
生
の
交
渉
」
を
行
な
う
な
か
で
自
己
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
個
人
か
ら
共
同
体
の
レ
ベ
ル
ま
で
も
み

ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

史
的
生
の
現
実
の
解
釈
は
、
自
然
主
義
的
意
味
で
客
観
的
で
は
な
く
て
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
他
者
へ
の
普
遍
性
を
仮
説
的
に
求
め
る
こ
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８
な
い
。

１
 

最
後
に
、
先
に
指
摘
し
た
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
デ
ィ
ル
タ
イ
評
価
と
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
成
果
と
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴

史
的
理
性
批
判
の
試
み
の
射
程
を
測
定
し
、
そ
の
ア
ク
チ
ャ
リ
ー
ア
ー
ト
を
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

ま
ず
第
一
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
生
涯
を
つ
う
じ
て
継
続
し
た
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
の
試
み
の
う
ち
で
、
哲
学
と
経
験
科
学
と
の
あ

る
新
し
い
関
係
性
を
発
展
さ
せ
た
。
こ
の
関
係
性
の
う
ち
で
は
、
哲
学
は
そ
の
特
権
的
な
地
位
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
哲
学

けの試みは、もはや存立しえないからである。一四
は
経
験
科
学
と
き
わ
め
て
親
密
に
連
携
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
の
形
而
上
学
的
な
原
理
や
超
越
論
的
な
基
礎
づ

第
二
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
人
間
理
性
か
ら
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
抽
象
的
な
性
格
を
奪
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
理
性
の
有
限
で
歴
史
的

な
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
歴
史
的
理
性
は
、
経
験
諸
科
学
の
知
の
あ
り
方
と
そ
の

源
泉
で
あ
る
生
の
体
験
と
の
自
己
省
察
の
営
み
に
よ
っ
て
、
歴
史
主
義
に
不
可
避
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
相
対
主
義
化
を
克
服
し
よ
う
と
す

る
努
力
を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
歴
史
の
物
語
り
論
か
ら
も
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
自
伝
や
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
意
義

に
つ
い
て
も
、
上
述
の
自
己
省
察
に
基
づ
き
、
「
こ
の
省
察
だ
け
が
歴
史
的
洞
察
を
可
能
に
す
る
」
（
三
一
・
９
－
）
こ
と
に
デ
ィ
ル
タ
ィ
は

こ
う
し
た
解
釈
の
構
造
は
、
「
記
憶
の
場
」
や
他
者
理
解
の
問
題
を
含
め
て
共
同
体
的
・
人
類
的
レ
ベ
ル
ま
で
到
達
可
能
な
「
自
己
省

察
」
の
機
能
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
歴
史
的
現
実
の
作
用
連
関
の
具
体
相
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

に
つ
い
て
も
、
上
述
の
自
「

気
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
理
論
と
実
践
と
の
古
典
的
な
関
係
性
を
逆
転
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
す
べ
て
の
認
識
の
根
源
が
日
常
生
活
の
う

七
結
語
に
代
え
て
函
歴
史
的
理
性
批
判
の
意
義
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１９デイルタイ哲学の現代的意義
ち
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
露
わ
に
す
る
こ
と
で
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
デ
ィ
ル
タ
ィ
の
精
神
科

（
帥
）

学
理
論
を
「
実
践
哲
学
の
転
換
」
の
試
み
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
的
を
射
て
い
る
と
田
心
わ
れ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
理
論
と
実
践
と
の
関
係

の
優
位
性
の
転
換
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
両
者
が
根
源
的
に
不
可
分
で
あ
り
、
人
間
の
生
に
と
っ
て
精
神
科
学
も
自
然
科
学
も
不
可

欠
の
知
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
う
し
た
事
工
態
を
洞
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
主
観
性
の
哲
学
と
主
客
二
元
論
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
企
て
た
。
こ
の
企
図
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ラ
ィ

プ
ー
ラ
ッ
、
カ
ン
ト
以
降
の
現
代
の
哲
学
者
に
も
み
ら
れ
る
西
洋
哲
学
を
支
配
し
て
き
た
意
識
哲
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な

試
み
で
あ
っ
た
。
生
の
批
判
的
概
念
の
考
察
の
成
果
は
、
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

第
五
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
自
然
的
な
外
界
と
人
間
的
な
共
同
世
界
と
の
実
在
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
近
代
の
認
識
論
の
対
立
す
る

〈
刻
）

極
端
な
一
一
つ
の
見
解
、
つ
ま
り
懐
疑
論
と
独
断
論
の
批
判
を
展
開
し
た
。
こ
の
試
み
は
、
今
日
「
実
在
性
」
「
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
」
を
テ
ク

ス
ト
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
の
み
見
い
だ
す
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
家
た
ち
（
例
え
ば
、
ポ
ー
ド
リ
ャ
ー
ル
や
デ
リ
ダ
な
ど
）
に
対

す
る
批
判
的
な
反
省
の
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。
視
覚
重
視
の
近
代
的
思
考
法
に
対
し
て
触
覚
の
重
要
性
や
身
体
の
意
義
に
言
及
し
た
デ

（
認
）

イ
ル
タ
イ
の
思
索
か
ら
も
、
な
お
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
残
さ
れ
て
い
る
、
と
一
一
一
戸
っ
て
よ
い
。

第
六
に
、
生
の
批
判
的
概
念
の
再
帰
的
な
自
己
解
釈
の
試
み
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
近
代
的
な
シ
ス
テ
ム
や
構
造
の
強
靭
な
固
定

性
や
、
逆
に
近
代
的
な
主
体
性
お
よ
び
自
由
な
行
為
に
関
す
る
楽
観
主
義
的
な
解
釈
を
も
克
服
し
う
る
今
日
的
な
含
意
を
デ
ィ
ル
タ
ィ
に

よ
る
「
歴
史
的
理
性
批
判
」
の
試
み
の
成
果
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
批
判
は
も
ち
ろ
ん
、
「
歴
史
的
経
験
の
歴
史
性
」
を
洞
察

（
鋼
）

で
き
ず
、
「
有
限
な
歴
史
的
人
間
の
立
場
の
拘
束
性
」
を
忘
却
し
た
と
指
摘
し
た
ガ
ー
ダ
マ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
ィ
批
判
や
、
こ
う
し
た
批
判

に
依
拠
し
た
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
の
評
価
も
ま
た
、
妥
当
性
を
欠
く
見
解
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
に
限
ら
ず
、
哲

学
お
よ
び
哲
学
史
研
究
者
の
圧
倒
的
多
数
は
、
依
然
と
し
て
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
以
上
に
伝
統
的
な
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
の
カ
ノ
ン
に
依
拠
し
て
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2０ 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
す
で
に
冒
頭
部
分
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
日

の
学
問
論
と
人
生
論
と
の
乖
離
状
態
を
統
合
し
う
る
哲
学
的
思
索
を
展
開
す
る
場
合
に
、
少
な
か
ら
ぬ
障
害
と
な
り
、
生
・
生
命
・
人
生

に
対
す
る
哲
学
的
考
察
の
方
法
や
視
座
を
狭
め
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
従
来
の
デ
ィ
ル
タ
イ
像
の
変
貌
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
の
課
題
の
取
り
組
み
に
対
し
て
些
か
で

（
劃
｝

も
示
唆
的
な
観
点
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
稿
の
目
的
は
果
た
せ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

脚
注

（
１
）
 

_、

９ 
－〆

ニーー

８ 
－〆

〆￣、ゴーへ戸■、戸一、〆丙へ〆■、

７６５４３２ 
－グ昌一、－〆、、〆、－〆～〆

ド
イ
ツ
語
版
全
集
は
、
こ
れ
ま
で
一
一
十
三
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
き
た
が
、
一
一
十
一
一
巻
の
み
未
刊
で
あ
る
。
な
お
、
二
○
○
三
年
八
月
現
在
、
ル
ー
ァ

大
学
デ
ィ
ル
タ
ィ
研
究
所
の
ロ
ー
デ
ィ
教
授
に
よ
る
最
新
情
報
に
よ
れ
ば
、
刊
行
助
成
金
の
減
額
に
よ
り
、
全
三
十
巻
の
計
画
が
二
十
六
巻
ま
で
に

縮
小
さ
れ
、
残
り
の
警
簡
集
に
つ
い
て
は
別
企
画
で
進
め
ら
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。

エ
・
ン
・
エ
○
二
ｍ
の
⑫
・
雲
ミ
》
⑩
ご
ヨ
ロ
ニ
寺
公
再
二
｝
』
ご
ミ
ゴ
旦
巨
ミ
一
ｓ
』
・
［
．
。
ロ
。
。
。
－
℃
や
△
・

竃
目
ョ
島
シ
『
目
。
－
．
［
二
一
昏
呈
厨
で
三
一
○
８
ロ
ゴ
⑰
『
自
旦
エ
ー
⑫
【
Ｃ
ユ
目
・
一
目
｝
ざ
ミ
冒
再
お
里
三
へ
季
）
・
×
一
一
画
・
’
＠
一
Ｊ
マ
ロ
ロ
・
」
◎
←
‐
一
つ
。
・

胃
自
己
戸
『
罵
言
冒
冒
（
〉
ミ
ミ
ミ
昌
石
三
。
農
。
】
＠
塁
・
志
水
速
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
五
一
九
頁
。

三
一
一
冨
冒
ミ
ヨ
ニ
の
一
園
且
』
（
。
【
一
額
ｎ
コ
の
。
□
⑰
『
ｍ
ｇ
⑰
已
沼
冨
三
の
昌
巳
⑰
□
』
鐘
蟹
・
胃
、
己
企
三
ｓ
ｓ
一
・
】
．
シ
臣
。
．
ｍ
二
・
⑭
．
．
『
弓
旨
、
ｎ
コ
一
宮
一
・
⑫
』
ｇ
・

エ
の
冒
啓
呂
幻
一
の
百
具
□
（
命
、
ミ
ご
菖
面
ミ
句
亘
圏
毎
ｓ
、
『
星
弩
『
写
す
冒
晒
ｇ
－
Ｃ
料
Ｐ
⑫
．
←
○
・

拙
論
「
歴
史
の
な
か
の
実
存
の
物
語
り
」
（
「
実
存
思
想
論
集
×
】
些
所
収
二
○
○
四
年
六
月
、
実
存
思
想
協
会
編
、
理
想
社
）
を
参
照
。
こ
こ
で
は

紙
幅
の
制
約
上
、
こ
の
論
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

室
奇
こ
い
弓
ヨ
ロ
ニ
善
、
）
○
句
旨
。
冨
司
昆
二
府
国
忌
気
旨
ｇ
ｍ
ｇ
Ｃ
く
，
ロ
一
⑦
。
⑰
房
二
晩
①
三
①
一
（
．
、
ヨ
｜
の
一
冒
己
、
冒
昌
⑰
勺
亘
一
。
勿
○
己
三
の
こ
の
⑫
［
⑰
▽
⑰
冒
・
、
『
額
｛
⑥
エ
壁
ゴ
の
．
シ
す
き
目
Ｃ
ｌ
Ｅ
二
ｍ
⑥
二
Ｎ
Ｅ
『

ｏ
『
臣
且
一
ｎ
ｍ
目
、
烏
【
ｏ
の
厨
扁
ツ
ー
勝
ｇ
駕
冨
瀞
二
「
解
釈
学
の
成
立
」
、
「
哲
学
の
本
質
」
「
実
在
性
論
考
」
、
「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」
等
所
収
。
以
下
、

ド
イ
ツ
語
版
全
集
か
ら
の
引
用
は
、
原
則
と
し
て
本
文
中
に
巻
数
は
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
わ
す
。

く
硯
一
・
三
畳
三
厨
］
目
Ｆ
Ｄ
ミ
ニ
凡
冒
冒
璽
ミ
ご
『
冨
亮
・
エ
画
ヨ
ケ
臣
【
函
－
９
⑦
・
ぬ
．
】
＠
ｍ
‐
８
つ
．
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２１デイルタイ哲学の現代的意義

グー～〆￣、

２４２３ 
、＝戸、．＝

－、￣、

２２２１ 
－〆－戸

一へ￣､グー、グー、￣､

２０１９１８１７１６ 
－〆～〆、－＝～ジ－戸

￣、ゴーへ二一、

１５１４１３ 
～〆、－〆－戸

ニー、ゲーヘニーベ

１２１１１０ 
、－〆、＝＝～￣

く
晩
一
・
○
目
【
の
『
⑫
。
三
○
一
百
・
Ｃ
一
一
一
冨
豈
。
、
陽
ね
一
『
の
『
目
Ｃ
ｓ
⑪
。
⑥
の
一
の
宣
旨
亘
一
Ｃ
８
つ
ご
Ｐ
一
三
『
。
Ｃ
ョ
厨
Ｆ
㈹
三
百
臣
『
｛
エ
伝
・
）
マ
ロ
ミ
琴
灸
）
ミ
ミ
ロ
冨
亀
『
応
『
・
エ
芦
三
宮
『
、
い
つ
己
。
ｍ
・
一
畠
．

く
い
こ
毎
『
、
の
コ
ェ
号
の
『
ョ
陽
・
シ
ー
胃
ミ
ミ
§
ご
昌
冒
二
塁
Ｃ
巴
二
ｓ
『
も
言
冒
。
ご
ミ
再
訂
二
｛
昌
月
妃
．
『
『
自
重
目
②
．
三
・
一
℃
患
・
〕
・
ン
□
。
．
』
富
ｃ
・

し
た
が
っ
て
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
」
そ
の
他
の
文
献
は
、
今
回
は
考
察
の
範
囲
か
ら
除
外
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ

い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
ぐ
、
一
・
宝
』
・
冨
呂
卜
①
ご
ｎ
房
己
三
一
・
ｍ
・
ロ
三
の
ご
己
【
『
一
【
一
門
胃
『
寺
８
１
①
．
侭
巨
『
ロ
一
一
コ
⑰
ギ
ア
⑰
Ｈ
ｇ
二
Ｃ
ゴ
ロ
、
『
［
『
目
宍
曽
「
｛
⑥
『
、
。
冒
一
の
．
－
貝

ロ
（
ミ
ー
Ｇ
，
」
ｇ
＆
冒
岑
・
■
。
・
い
』
①
露
ｂ
・
回
（
ご
‐
凶
Ｐ

く
ぬ
一
・
ェ
号
③
『
三
場
・
Ｐ
Ｐ
Ｐ
〕
・
ン
己
・
面
」
黛
完
・
吻
・
旨
．
ｍ
・
急
・
像
倉
・
駒
・
畠
以
下
、
本
文
中
に
は
訳
普
く
藤
沢
鷲
一
郎
他
訳
、
未
来
社
）
の
頁
数
を
明
記
す
る
。

【
亡
口
調
国
門
戸
、
三
一
冒
呂
ミ
Ｑ
岑
菖
。
⑱
萬
雪
、
ミ
命
・
ロ
ー
」
・
・
工
ミ
コ
ュ
罵
言
、
三
ｓ
豊
菖
一
代
厚
胃
守
亀
守
ミ
』
蘋
亀
｝
一
号
Ｃ
色
一
百
貝
。
ｇ
声
曽
．
色
’
三
’
８
ｓ
功
・
》
ざ
・

前
者
の
い
わ
ば
連
続
説
に
は
、
ロ
ー
デ
ィ
の
解
釈
、
後
者
の
い
わ
ば
廃
棄
説
は
、
ポ
ル
ノ
ウ
の
解
釈
、
ま
た
中
間
的
な
解
釈
に
は
、
リ
ー
デ
ル
の
名

前
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
く
ぬ
一
・
『
二
一
三
Ｃ
「
両
８
－
．
｛
）
一
一
ご
抄
【
１
［
】
云
烏
『
三
輸
（
Ｃ
冒
呂
目
く
⑥
『
目
菖
‐
で
『
○
殖
『
回
ヨ
ョ
Ｃ
烏
『
⑫
房
［
の
ヨ
ロ
ー
ロ
［
貢
『
冒
鼻
ミ
ミ
ミ

○
ｓ
局
佗
・
ロ
○
一
ヨ
、
の
二
脚
つ
つ
ぃ
。
、
．
］
。
‐
・
山
＋

日
本
語
版
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
（
編
集
代
表
西
村
晴
・
牧
野
英
二
）
、
法
政
大
学
出
版
局
、
第
三
巻
・
大
野
鱒
一
郎
「
解
説
」
一
○
○
一
頁
参
照
。

再
帰
性
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
理
性
批
判
の
一
一
つ
の
機
能
」
「
思
想
」
二
○
○
二
年
、
一
一
一
月
号
参
照
。

く
、
一
・
三
⑰
目
の
『
⑫
｛
ｎ
ｍ
ョ
Ｂ
ｑ
。
、
三
一
日
〔
ミ
ミ
⑱
烏
「
亘
鼻
ミ
ミ
属
・
□
一
一
二
Ｑ
ミ
ミ
ミ
尼
「
ｕ
ｓ
町
・
ロ
貰
冒
頤
８
．
－
。
Ｂ
・
い
』
＆
［

く
に
こ
・
烏
三
巨
一
・
ロ
①
『
『
。
『
一
ｍ
目
、
号
⑰
『
【
目
［
・
ワ
ニ
一
己
目
二
コ
目
⑫
ざ
『
ョ
農
。
。
Ｃ
『
弓
『
目
⑫
。
①
己
◎
三
巳
で
三
一
○
８
℃
ご
』
貝
Ｃ
一
一
一
ｓ
》
‐
』
ｇ
『
冨
島
・
因
二
・
一
．
’
９
○
ｍ
．
ｇ
・

く
晒
一
・
三
目
可
８
衷
巴
⑰
ニ
エ
の
コ
ゴ
８
２
（
一
天
目
□
、
『
寄
目
旦
勿
百
二
戸
』
貝
ぐ
雨
量
ｇ
§
（
》
烏
『
同
異
百
ｍ
§
』
》
Ｎ
ミ
『
》
８
１
命
ミ
ミ
ロ
国
こ
］
弓
雪
宛
烏
こ
』
ミ
ヨ
豐
佗
ミ
『
』
＆
亀
』

三
薯
§
§
§
亀
一
・
ｍ
旨
［
信
目
一
℃
昌
・
ｍ
・
ａ
亀
・

く
、
一
・
戸
一
①
□
の
一
・
Ｐ
ｐ
○
○
．
ぐ
ぃ
・
ゴ
・

拙
論
「
実
在
性
の
復
権
に
向
け
て
」
「
理
想
」
特
集
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
現
代
」
、
二
○
○
一
年
一
月
号
所
収
。
拙
著
「
カ
ン
ト
を
読
む
ポ
ス
ト
モ
ダ

ニ
ズ
ム
以
降
の
批
判
哲
学
」
岩
波
響
店
、
二
○
○
三
年
一
月
な
ど
を
参
照
。

ぐ
、
一
・
宝
目
幼
‐
○
・
○
己
湧
己
の
『
・
君
昌
ヨ
ミ
ヘ
ミ
ミ
ミ
ミ
さ
烏
山
．
シ
巨
己
・
》
ｍ
・
田
呂
・
碗
・
目
一
・

デ
ィ
ル
タ
イ
哲
学
を
「
生
の
解
釈
学
」
（
ポ
ル
ノ
ウ
）
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
「
歴
史
的
・
解
釈
学
的
な
生
の
哲
学
」
｛
ｍ
⑰
⑫
、
三
の
三
一
一
：
‐
胃
『
ョ
８
２
二
鴛
冨

Ｆ
８
⑰
己
呂
三
一
．
顎
Ｃ
旨
③
）
と
呼
ぶ
の
が
適
切
か
な
ど
に
つ
い
て
は
，
た
ん
に
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
上
の
子
細
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

く
い
一
・
ェ
自
切
と
．
Ｆ
⑩
協
冒
曲
・
事
ｓ
晉
鳶
）
弓
Ｖ
両
冒
｝
免
言
長
言
（
奇
。
凰
量
、
菖
富
§
量
｛
§
国
』
八
・
□
自
己
い
『
且
（
回
ｇ
一
・
ｍ
・
ず
ま
た
、
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
が
見
逃
し
た
デ

ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
身
体
や
触
覚
の
重
視
の
思
想
や
「
言
語
論
的
転
回
」
と
の
関
係
に
対
す
る
考
察
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
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2２ 
付
記感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

本
稿
は
東
北
哲
学
会
第
五
十
三
回
大
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
○
○
三
年
十
月
十
八
日
、
於
東
北
学
院
大
学
）
に
お
い
て
、
同
名
の
テ
ー

マ
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
非
会
員
の
筆
者
を
提
題
者
と
し
て
お
招
き
下
さ
っ
た
東
北
哲
学
会
会
長
柏
原
啓

一
・
東
北
大
学
名
誉
教
授
を
は
じ
め
、
大
会
前
後
様
々
に
ご
配
懲
下
さ
っ
た
野
家
啓
一
・
東
北
大
学
教
授
に
は
改
め
て
謝
意
を
表
す
る
。
ま

た
、
同
じ
く
提
題
者
を
務
め
ら
れ
た
竹
田
純
郎
・
金
城
学
院
大
学
教
授
と
当
日
司
会
役
を
務
め
ら
れ
た
岩
谷
信
・
東
北
学
院
大
学
教
授
に
も

尚
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
平
成
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
の
助
成
を
受
け
た
。
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２３デイルタイ哲学の現代的意義

ZurAktualitiitderPhilosophieDiltheys 

DieT1ragweitederKritikderhistorischenVemunft 

EijiMAKINO 

DieseAbhandlunguntemimmtdengenetisch-systematischcnVcrsucheincr 

RekonstmklionvonWilheImDillheys,,KritikderhistorischenVcmunfi``・

DiltheywoⅡｔｃ,,dieKritikdcrhis【orischenVemunfi``inseinemunvolIendet

gebliebenen-systematischenHaupIwerk,der,,EinleitungindieGeisleswissenschaficn“ 

(ErstC｢Band,1883),cntwickelnAufgmndderindenBtiJudenXVⅡI,ＸＩＸｕｎｄＸＸ 

ｄｅｒ,,GesammelIenSchrinen“DiltheyszugiinglichgewordenenT℃xteun[ersucht 

diesehiervorgeIegteAbhandlungdiegeplantcsystematischeFortsetzungdes 

ErstenBandesde「,,Einleitung``zuICkonsumielcn，umsodasGcsamtkonzepvon

DiltheyscTkennmistheoretisch-logisch-methodologischerGrundlegungder 

GeisteswissenschaficnhinsichtIichihrerStrukturundih1℃rlcitendenPhiIosopheme 

darzustellen・DamitwerdcndieTragweiteder,,KritikderhislorischenVemunlI“

unddieAktualitiitdcrDilthcysldeenzueine「geschichlIich-hermeneutischen

LebensphilosophicerleuchleL 
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