
言
語
の
呪
縛
と
解
放
I
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
教
育
I

は
じ
め
に

ル
ー
ト
ウ
イ
ッ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
二
〇
世
紀
を
代
表
す

る
言
語
哲
学
者
で
あ
る
。
こ
う
言
っ
て
大
き
な
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
世
紀
の
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
「
言
語
論
的
転
回
」
は
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
功
績
を
無
視
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
期
の
『
論
理

哲
学
論
考
』
　
(
以
下
、
『
論
考
』
と
略
記
)
は
人
工
言
語
学
派
に
'
後
期
の

『
哲
学
探
究
』
　
(
以
下
へ
　
『
探
究
』
　
と
略
記
)
　
は
日
常
言
語
学
派
に
多
大

(
1
)

な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
言
語
の
哲
学
的
探
求
は
'

彼
の
哲
学
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
一
手
段
で
し
か
な
か
っ

(
2
)

た
。
ジ
ョ
ン
・
L
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
ポ
ー
ル
・
グ
ラ
イ
ス
の
よ
う
に
言

語
哲
学
を
専
門
と
L
t
体
系
的
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
自
ら
の
哲
学
の
目
的
を

比
喰
的
に
次
の
よ
う
に
表
明
す
る
。
「
哲
学
に
お
け
る
あ
な
た
の
目
的
は

何
か
。
　
-
　
ハ
エ
に
ハ
エ
と
り
壷
か
ら
の
出
口
を
示
し
て
や
る
こ
と
」
　
(
P
U
,

o

∽
3
0
9
)
-
言
語
の
特
定
の
見
方
に
囚
わ
れ
た
哲
学
者
を
そ
こ
か
ら
解
放
し

丸
　
山
　
恭
　
司

て
や
る
こ
と
が
彼
の
哲
学
の
目
的
で
あ
り
'
そ
の
た
め
に
彼
は
言
語
の
働

き
を
明
噺
に
展
望
し
て
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
へ
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
語
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
が
決
し

て
容
易
に
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
。
探
求
の
帰
結
の
み
を
'

た
と
え
ば
「
語
の
意
味
は
そ
の
使
用
で
あ
る
」
と
だ
け
説
い
て
聞
か
せ
て
も
、

意
味
の
真
理
対
応
説
を
奉
じ
る
者
が
考
え
を
変
え
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
に

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
も
　
彼
は
受
講
者
や
読
者
を
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
へ

そ
し
て
へ
　
さ
ら
に
は
彼
ら
に
自
分
自
身
を
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
技
楠
を
教

え
る
た
め
に
へ
　
彼
の
授
業
と
著
作
を
独
創
的
に
編
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
じ
る
内
容
を
教
説
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
'
多
く
の
場
合
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
は
新
し
い
言
語
論
を
提
起
す
る
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
際
に
'
彼
の
多
義
的
で
時
に
矛

盾
す
る
言
明
を
ど
う
調
停
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
へ
　
そ
の
哩
昧
さ
が
批

判
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
'
以
下
で
示
す
通
り
へ
彼
が
教
え
よ
う
と
す

る
解
放
の
技
個
は
'
彼
の
テ
キ
ス
ト
に
織
り
込
ま
れ
た
問
い
と
格
闘
し
て

初
め
て
習
得
可
能
な
技
偶
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
へ
む
し
ろ
多
様
　
叩



な
解
釈
を
許
す
余
地
が
意
図
的
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
う
し
た
彼
の
哲
学
の
目
的
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
哲
学
を
十
全
に
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
'

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
哲
学
を
理
解
す
る
一
助
と
し
て
'
言
語
の
呪
縛
か

ら
の
解
放
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
構
想
に
着
目
し
'
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
(
教
育
)
実
践
の
再
構
成
を
試
み
る
。

以
下
で
は
ま
ず
へ
　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
の
議
論
に
依
拠
し
っ
つ
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
哲
学
の
特
性
を
把
握
す
る
。
そ
し
て
へ
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
哲
学
(
教
育
)
　
を
実
践
す
る
に
あ
た
り
へ
　
哲
学
の
方
法
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
整
理
す
る
。
続
い
て
へ
　
彼
の
哲
学
教
育

の
具
体
に
目
を
向
け
へ
　
解
放
の
技
偶
を
教
え
る
た
め
に
授
業
を
ど
の
よ
う

に
展
開
し
'
著
作
を
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
た
の
か
を
確
認
す
る
。

教
育
は
'
そ
れ
が
特
定
の
も
の
の
見
方
を
授
与
す
る
営
為
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
'
学
習
者
に
呪
縛
を
強
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
解
放
の
契
機

が
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
か
は
　
-
　
既
習
の
考
え
に
固
執
し
'
巽

な
る
も
の
に
非
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
是
と
す
る
の
で
な
い
限
り
　
-
　
教
育

に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
根
本
的
に
重
要
な
問
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
考
察

は
こ
の
問
い
に
答
え
る
試
み
で
も
あ
る
。

一
言
語
論
的
転
回
と
啓
発
的
哲
学
と

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
語
論
的
転
回
を
方
向
づ
け
た
重
要
な
哲

学
者
の
一
人
で
あ
る
。
今
日
で
は
'
「
言
語
論
的
転
回
」
　
は
'
文
学
や
社

会
科
学
も
含
め
た
二
〇
世
紀
の
思
想
運
動
を
広
く
指
す
表
現
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
も
と
も
と
こ
の
表
現
は
'
論
理
実
証

主
義
者
に
数
え
ら
れ
る
グ
ス
タ
フ
・
ベ
ル
ク
マ
ン
が
分
析
哲
学
の
隆
盛
を

そ
れ
ま
で
の
哲
学
と
区
別
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
テ
ィ

は
分
析
哲
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
集
す
る
に
当
た
り
へ
　
こ
の
表
現
を
そ

(

-

>

蝣

)

の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
用
い
た
。
そ
し
て
へ
　
『
言
語
論
的
転
回
　
-
　
哲
学
的

方
法
の
緒
弘
翌
と
い
う
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
世
に
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

「
言
語
論
的
転
回
」
は
広
-
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
言
語
論
的
転
回
」
　
を
理
解
す
る
う
え
で
次
の
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
へ
　
ベ
ル
ク
マ
ン
が
強
調
し
、
ま
た
ロ
ー
テ
ィ
が
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
に
付
け
た
副
題
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
転
回
以
後
の
哲
学
者
ら

は
'
言
語
を
単
に
哲
学
の
対
象
と
し
た
の
で
は
な
く
'
言
語
を
考
察
の

対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
1
い
わ
ば
へ
　
言
語
の
考
察
を
方
法
と
し
て

-
　
従
来
の
哲
学
的
諸
問
題
を
解
決
な
い
し
解
消
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で

あ
る
。
転
回
以
前
は
意
識
や
観
念
を
考
察
の
対
象
と
し
て
哲
学
上
の
問
題

が
検
討
さ
れ
た
。
転
回
以
後
は
言
語
を
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

n6



あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
前
期
哲
学
も
後
期
哲
学
も
異
な
る
仕

方
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
言
語
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

哲
学
的
諸
問
題
の
解
消
を
図
り
'
転
回
以
後
の
哲
学
を
方
向
づ
け
た
の
で

あ
っ
た
。

ロ
ー
テ
ィ
は
さ
ら
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
後
期
哲
学
を
治
療
的

で
啓
発
的
な
哲
学
と
し
て
高
-
評
価
し
て
い
る
。
ロ
ー
テ
ィ
は
『
哲
学
と

自
然
の
鏡
』
に
お
い
て
'
哲
学
を
体
系
的
哲
学
と
啓
発
的
哲
学
に
分
け
へ

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
デ
ュ
ー
イ
を
啓
発
的
な
哲
学
者

(
5
)

と
捉
え
る
。
「
彼
ら
の
後
期
の
著
作
は
構
築
的
で
あ
る
よ
り
は
治
療
的
で

あ
り
'
体
系
的
で
あ
る
よ
り
は
啓
発
的
で
あ
り
'
読
者
に
新
た
な
哲
学

的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
与
え
る
よ
り
は
'
読
者
を
し
て
自
分
自
身
を
哲
学
的
思

索
へ
向
か
わ
し
め
て
い
る
動
機
に
疑
問
を
も
た
せ
る
こ
と
に
意
を
用
い
た

も
の
で
あ
っ
た
」
　
(
R
o
r
t
y
(
1
9
8
0
)
,
p
p
.
5
-
6
(
序
論
へ
　
二
四
貢
)
)
。
こ
う

し
た
自
己
反
省
を
迫
る
「
啓
発
」
　
は
'
さ
ら
に
異
な
る
も
の
や
新
し
い
も

の
に
自
己
を
出
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
自
己
変
容
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

か
し
、
別
の
場
合
に
は
へ
　
こ
の
試
み
は
、
言
わ
ば
反
転
し
た
解
釈
学
が

従
う
よ
う
な
新
し
い
目
的
へ
　
新
し
い
言
葉
、
新
し
い
学
問
を
考
え
出

そ
う
と
す
る
　
「
詩
的
」
な
活
動
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
へ
　
慣
れ
親

し
ん
だ
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
世
界
を
'
新
た
な
発
想
に
よ
る
見
慣
れ
ぬ
用

語
に
よ
っ
て
再
解
釈
を
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
は
か
な
ら
な
い
。
(
中

略
)
と
い
う
の
も
'
啓
発
的
言
説
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
'
変
則
的

で
あ
る
こ
と
で
あ
り
'
見
慣
れ
ぬ
と
い
う
そ
の
力
に
よ
っ
て
へ
　
わ
れ
わ

れ
を
古
い
自
我
か
ら
連
れ
出
し
'
わ
れ
わ
れ
が
新
し
い
存
在
と
な
る
の

に
力
を
与
え
て
-
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
　
(
R
o
r
t
y
(
1
9
8
0
)
,
p
.
3
6
0

(
四
二
〇
貢
)
)

あ
る
場
合
に
は
'
(
自
分
自
身
や
他
人
を
)
啓
発
し
よ
う
と
す
る
こ

の
試
み
は
'
異
文
化
や
歴
史
的
時
代
と
わ
れ
わ
れ
自
身
の
文
化
と
の
問

に
連
関
を
つ
け
へ
　
ま
た
へ
　
共
約
不
可
能
な
語
桑
に
よ
っ
て
共
約
不
可
能

な
目
的
を
追
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
学
問
と
'
わ
れ
わ
れ
自
身
の

学
問
と
の
間
に
連
関
を
つ
け
よ
う
と
す
る
解
釈
学
的
活
動
で
あ
る
。
し

啓
発
は
、
自
己
と
異
な
る
も
の
と
の
間
に
連
関
を
見
出
さ
せ
'
新
し
い
も

の
を
生
み
出
し
'
さ
ら
に
は
自
己
を
も
変
革
し
て
い
く
制
作
的
営
み
で
あ

る
。
そ
し
て
へ
　
そ
れ
は
「
読
者
あ
る
い
は
社
会
全
体
が
時
代
遅
れ
と
な
っ

た
語
桑
や
態
度
か
ら
解
放
さ
れ
る
手
助
け
を
す
る
こ
と
」
(
R
o
r
t
y
(
1
9
8
0
)
,

p
.
1
2
(
序
論
へ
　
三
〇
貢
)
)
を
目
的
と
す
る
。

ロ
ー
テ
ィ
は
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
う
ち
に
'
読
者
を
古
い
枠

組
み
か
ら
解
放
し
自
己
変
容
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
啓
発
的

治
療
的
哲
学
者
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
ロ
ー
テ
ィ

は
さ
ら
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ど
の
よ
う
に
し
て
啓
発
的
・
治
療

的
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
か
を
明
確
に
は
検
討
し
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
'
デ
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ヴ
イ
ッ
ド
・
ペ
ア
ー
ズ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
論
を
検
討
す
る
な
か
で
'

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
者
が
　
-
　
そ
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

自
身
が
　
-
　
哲
学
を
純
粋
に
保
と
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
袋
小
路
に
陥
っ
て

(
6
)

し
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

他
方
へ
　
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
-
テ
ン
は
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究

者
ら
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の
意
図
を
理
解
し
な
い
ま
ま
テ

(
7
)

ク
ス
ト
解
釈
に
拘
泥
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
を
見
出
し
て
い
る
。
「
彼
ら
は

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
向
こ
う
側
に
行
く
こ
と
な
く
こ
ち
ら
側
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
へ
彼
の
テ
ク
ス
ト
を
通
過
す
る
こ
と
な
-
済
ま
せ
て
し
ま
っ
て
」

(
S
t
a
t
e
n
,
p
.
6
5
(
1
二
三
頁
)
)
　
い
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
規
範
化
し
て
き
た
正
統
派
は
'
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
感
じ
て
い
た
　
「
自
分
を
哲
学
的
理
論
家
と
し
て
考
え

る
こ
と
へ
の
嫌
悪
」
を
'
一
つ
の
迷
い
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
軽
ん
じ
へ
　
他

の
哲
学
者
の
著
作
を
扱
う
の
と
同
じ
態
度
で
彼
の
著
作
を
扱
お
う
と
す

る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
想
の
展
開
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ

と
は
へ
　
た
し
か
に
或
る
意
味
で
は
自
由
で
あ
る
が
'
自
分
は
他
の
人
々

を
思
考
の
病
か
ら
救
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
'
彼
ら
を
自
分
自

身
で
思
考
す
る
よ
う
に
鼓
舞
し
て
い
る
の
だ
t
　
と
言
う
際
の
彼
の
意
図

か
ら
は
ま
っ
た
-
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
(
同
上
)
0

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
伝
統
的
哲
学
の
何
を
批
判
し
'
何
を
そ
の
代

案
と
し
て
提
示
し
た
の
か
を
整
理
・
解
説
す
る
こ
と
へ
　
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
を
遂
行
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ

う
し
た
解
説
が
多
く
の
読
者
の
理
解
を
助
け
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
際
に
研
究
者
ら
が
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ

ク
ス
ト
か
ら
再
び
「
知
識
」
　
「
存
在
」
　
「
対
象
」
　
「
自
我
」
　
「
命
題
」
　
「
名
」

:o:

と
い
っ
た
語
を
用
い
て
新
し
い
理
論
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
'
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
批
判
し
た
誤
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
批
判
す
る
側
に
と
ど
ま
る
研
究
者
が
少
な

か
ら
ず
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
ヘ
　
ス
テ
-
チ

ン
に
従
っ
て
へ
　
呪
縛
の
頑
強
さ
の
証
左
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
へ
　
ロ
ー
テ
ィ
に
倣
っ
て
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
啓
発
の
仕

方
に
不
備
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
'
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
呪
縛
か
ら
の
解
放
が
た
だ
聞
き
読
む
だ
け
で
は
実

行
さ
れ
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
了
解
し
て
い
た
。
解
放
と
い
う
彼
の
哲

学
の
困
難
な
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
特
別
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
テ
キ
ス

ト
を
著
し
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
彼
の
哲
学
の
具
体
が
検
討
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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二
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の
方
法

-
　
=
貝
し
た
哲
学
観
へ
　
異
な
る
方
法

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
方
法
が
唯
一
厳
密
に
正
し
い
方
法
な
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
前
期
と
後
期
を
通
じ
て
1
買
し
た
哲
学
観

を
保
持
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
へ
　
「
哲
学
」
　
と
い
う
表
現
を
批
判
さ
れ
る

べ
き
も
の
に
対
し
て
も
'
ま
た
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
も
用
い

て
い
た
。
そ
の
た
め
も
　
読
者
の
誤
解
を
招
-
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
ま
た
へ

哲
学
を
自
然
科
学
と
明
確
に
区
別
し
'
述
べ
ら
れ
た
教
説
で
は
な
く
明
噺

化
を
目
指
す
活
動
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
て
い
た
。

こ
う
し
た
l
買
し
た
哲
学
観
を
保
持
し
な
が
ら
も
へ
　
哲
学
の
方
法
に
関

し
て
は
前
期
と
後
期
で
大
き
く
見
解
が
異
な
っ
て
く
る
。
『
論
考
』
で
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

六
・
五
三
　
　
本
来
哲
学
の
正
し
い
方
法
は
'
語
ら
れ
う
る
こ
と
へ
従
っ

て
自
然
科
学
の
命
題
へ
　
従
っ
て
哲
学
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
へ
　
こ

れ
以
外
の
何
も
語
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
人
が

形
而
上
学
的
な
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
時
は
い
つ
も
へ
　
彼
が
自
分
の

命
題
の
或
る
記
号
に
何
の
意
味
も
与
え
て
い
な
い
の
を
へ
彼
に
指
摘
し

て
や
る
t
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
彼
に
は
不
満
足
で
あ
ろ

う
。
彼
は
我
々
が
哲
学
を
教
え
て
い
る
と
い
う
感
情
を
抱
か
な
い
で

こ
こ
で
は
'
哲
学
の
正
し
い
方
法
は
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
'
後
期
の
『
探
究
』
　
に
な
る
と
'
哲
学
の
方
法
は
一
つ
で
は
な
い
と

明
言
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
哲
学
の
方
法
が
一
つ
し
か
な
い
t
　
と
い
う
よ
う

な
こ
と
は
な
い
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
へ
　
い
わ
ば
異
な
っ
た
治

療
法
が
あ
る
の
で
あ
る
」
　
(
P
U
,
∽
1
3
3
)
-
ま
た
へ
　
『
論
考
』
　
で
は
'
哲

学
は
語
り
う
る
こ
と
の
み
へ
　
す
な
わ
ち
へ
　
自
然
科
学
の
命
題
の
み
を
語
り
へ

結
果
と
し
て
語
り
う
る
こ
と
の
限
界
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
へ

『
探
究
』
で
は
'
「
哲
学
者
の
仕
事
は
'
一
定
の
目
的
に
向
か
っ
て
'
諸
々

の
記
憶
を
寄
せ
集
め
る
こ
と
」
(
P
U
,
∽
1
2
7
)
と
述
べ
ら
れ
'
哲
学
は
「
新

し
い
経
験
を
も
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
へ
　
と
う
に
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
整
頓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
　
(
P
U
,
∽
1
0
9
)
問
題
を
解
決
す
る
と

さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
啓
発
的
哲
学
者
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
目
指
す
哲
学
の
あ
り
方
は
伝
統
的
な
哲
学
と
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
へ
　
以
上
の
よ
う
な
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
定
義

か
ら
は
'
哲
学
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
で
あ
る
の
か
想
像
し
難

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
へ
　
哲
学
の
方
法
に
関
す
る
前
期
か
ら
後
期
へ

の
変
化
も
見
通
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
へ
　
前
期
と
後
期
の
哲
学
の
方
法

に
関
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
の
差
を
埋
め
る
作
業
を
試
み
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た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
彼
の
哲
学
の
方
法
が
'
そ
し
て
哲
学
の
実

践
が
よ
り
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

2
　
「
解
明
」
と
し
て
の
哲
学

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
論
考
』
と
い
う
著
作
そ
れ
自
体
に
「
解

(
サ
・
)

明
」
と
い
う
役
割
を
担
わ
せ
て
い
た
。
解
明
と
い
う
疑
似
命
題
は
'
語
り

う
る
こ
と
の
み
を
語
る
と
い
う
正
し
い
哲
学
の
方
法
に
違
反
す
る
も
の
で

あ
る
。
実
は
へ
　
『
論
考
』
は
語
り
え
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
を
語
る
著
作
で

あ
り
'
そ
う
し
た
違
反
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

解
明
の
特
質
は
ゴ
ツ
ト
ロ
ー
プ
・
フ
レ
ー
ゲ
か
ら
批
判
的
に
継
承
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
に
と
っ
て
解
明
は
'
あ
る
体
系
に
必
要
と
な

る
基
本
語
(
原
子
記
号
)
を
導
入
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
定
義
の
遡
行
の

末
に
'
も
は
や
定
義
で
き
な
い
、
論
理
的
に
単
純
な
記
号
が
あ
る
。
こ
う

し
た
記
号
は
よ
り
複
雑
な
語
を
定
義
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
'
そ
れ
自
体
は
定
義
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
　
自
然
言
語
に

よ
っ
て
そ
の
意
味
が
説
明
さ
れ
る
は
か
な
い
。
こ
れ
が
解
明
で
あ
る
。
算

術
の
体
系
を
論
理
の
み
に
よ
っ
て
築
こ
う
と
し
た
フ
レ
ー
ゲ
に
と
っ
て
解
明

は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
へ
　
解
明
は
算
術
の
体
系
以

前
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
予
備
学
」
の
う
ち
に
生
じ
る
も
の
と
さ
れ
た
。

解
明
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
き
へ
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
な
ぜ

『
論
考
』
　
の
役
割
を
　
「
解
明
」
に
求
め
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
て
こ
よ
う
。

哲
学
へ
　
そ
し
て
『
論
考
』
自
体
が
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

嗣
E
S
S
S
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四
・
二
二
　
　
哲
学
は
教
説
で
は
な
く
へ
一
つ
の
活
動
で
あ
る
。

哲
学
的
著
作
は
本
質
的
に
解
明
か
ら
な
る
。

哲
学
の
結
果
は
「
哲
学
的
諸
命
題
」
で
は
な
く
諸
命
題
が
明
噺

と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

六
・
五
四
　
　
　
私
の
命
題
は
'
私
を
理
解
す
る
ひ
と
が
そ
れ
を
通
り
へ

そ
れ
の
上
に
立
ち
へ
　
そ
れ
を
の
り
越
え
て
い
く
時
に
'
最
後
に
そ
れ

が
無
意
義
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
解
明
の
役
割
を
果
た

す
の
で
あ
る
。
(
彼
は
梯
子
を
の
り
越
え
て
し
ま
っ
た
後
に
は
'
そ
れ

を
い
わ
ば
投
げ
棄
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
)

彼
は
こ
れ
ら
の
命
題
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
彼
は
世

界
を
正
し
く
見
て
と
る
だ
ろ
う
。

解
明
と
し
て
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
'
そ
の
結
果

と
し
て
教
説
が
残
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
へ
　
活
動
と
し
て
明
噺
化
を
も
た

ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る
語

り
は
明
噺
化
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
後
は
捨
て
去
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
活
動
と
し
て
あ
る
場
合
の
み
へ
　
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の



で
あ
る
。
永
井
均
は
'
『
論
考
』
に
つ
い
て
へ
　
「
読
者
が
『
世
界
を
正
し
-

見
る
』
こ
と
を
助
け
る
た
め
の
一
時
的
な
方
便
で
し
か
な
く
'
い
わ
ば
教

(
2
)

百
的
価
値
し
か
も
た
な
い
」
　
と
言
う
。
し
か
し
t
　
よ
り
精
確
に
言
え
ば
'

『
論
考
』
が
公
表
さ
れ
'
ひ
と
び
と
に
読
ま
れ
る
こ
と
の
意
義
は
へ
　
こ
の

教
育
的
価
値
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
へ
　
い
ま
だ
『
論
考
』
に
は
、
安
易
な
前
提
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
『
論
考
』
を
理
解
す
る
読
者
は
言
語
の
誤
解
か
ら
解
か
れ
、

世
界
を
正
し
く
見
て
取
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
わ
れ
ず
'
い
か
に
し
て
世

界
を
「
正
し
く
」
　
見
る
の
か
へ
　
そ
の
見
方
を
い
か
に
伝
達
す
る
の
か
に
つ

い
て
は
へ
　
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
、
少
な
く
と
も
哲
学
の
問
題
と
し
て
'
こ
れ
ら
の
困
難
を
意
識
し

た
議
論
を
展
開
す
る
の
は
'
彼
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
復
帰
し
た
一
九
三
〇

年
以
降
の
こ
と
に
な
る
。

3
　
「
新
し
い
方
法
」
　
の
発
見
I
「
展
胡
h

o
・
w
　
ム
ー
ア
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
講
義
録

か
ら
判
断
す
る
と
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
講
義
の
な
か
で
「
新
し
い

方
法
」
を
発
見
し
た
と
述
べ
た
の
は
一
九
三
〇
年
の
後
半
な
い
し
一
九
三
一

年
の
こ
と
で
あ
る
。
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
　
「
獲
得
す
る
の
が

き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
.
1
つ
の
困
難
は
'
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
慣
れ
て
お

ら
ず
、
訓
練
さ
れ
て
も
い
な
い
『
た
ぐ
い
の
思
考
』
　
-
　
科
学
で
要
求
さ

れ
て
い
る
の
と
は
違
っ
た
た
ぐ
い
の
思
考
　
-
　
を
要
求
す
る
点
に
あ
る
。
」

こ
の
方
法
は
'
「
単
に
講
義
を
聞
く
だ
け
で
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
o

討
論
が
必
須
な
の
で
あ
る
」
　
(
ム
ー
ア
へ
　
二
七
百
)
。
た
だ
「
か
れ
は
発

見
さ
れ
た
『
新
し
い
方
法
』
が
正
確
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
へ
は
っ

き
り
と
は
わ
れ
わ
れ
に
話
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
　
(
同
上
へ
　
二
八
貢
)

と
い
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
方
法
は
'
言
葉
に
よ
る
説
明
を
聞
く
だ
け
で
は

得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
'
例
や
比
較
を
通
し
て
自
ら
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
学
び
う
る
方
法
で
あ
っ
た
。
ム
ー
ア
は
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

わ
た
く
L
に
は
へ
　
た
し
か
に
'
か
れ
の
述
べ
た
事
柄
の
多
く
が
理
解

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
'
わ
た
く
L
に
は
'
か
れ
の
用
い
た
例
や

比
較
の
驚
く
べ
き
豊
か
さ
を
正
当
に
扱
う
こ
と
な
ど
と
て
も
で
き
な
い
。

か
れ
は
'
誰
し
も
知
っ
て
い
る
事
柄
の
「
共
観
的
(
シ
ノ
ブ
テ
ィ
ク
)
」

な
み
か
た
と
み
ず
か
ら
呼
ん
で
い
た
も
の
を
'
本
当
に
う
ま
-
提
示
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
(
同
上
へ
一
〇
貢
)

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
授
業
の
な
か
で
'
驚
く
ほ
ど
豊
か
な
例
や
比

較
を
用
い
て
シ
ノ
ブ
テ
ィ
ク
な
も
の
の
見
方
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
「
新
し
い
方
法
」
が
　
「
展
望
」
を
鍵
概
念
と
し
て
い
る
こ
と
が
ム
ー
ア

の
こ
の
報
告
か
ら
推
察
で
き
る
。
「
展
望
」
　
の
ド
イ
ツ
語
は
U
b
e
r
s
i
c
h
t
で

あ
り
'
英
語
の
シ
ノ
ブ
テ
ィ
ク
は
そ
の
翻
訳
語
の
一
つ
で
あ
る
。
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「
展
望
」
が
方
法
と
し
て
最
初
に
述
べ
ら
れ
た
の
は
'
ム
ー
ア
が
参
加

し
た
授
業
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
た
　
「
フ
レ
ー
ザ
ー
『
金
枝
篇
』
に
つ

(
3
)

い
て
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
は
『
金
枝
篇
』
　
の
な
か
で
「
未

開
人
」
　
の
慣
習
に
科
学
的
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
慣
習
は
愚
直

さ
を
原
因
と
し
て
生
じ
て
い
る
と
い
う
の
が
フ
レ
ー
ザ
ー
の
説
明
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
'
フ
レ
ー
ザ
ー
が
自
分
に
と
っ
て
身
近
な
イ
ギ

リ
ス
の
生
活
を
基
準
に
し
て
「
未
開
人
」
の
慣
習
を
劣
っ
た
も
の
と
見
な
し
へ

そ
う
し
た
異
な
る
ひ
と
び
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
態
度
を
辛
棟
に
批

判
す
る
。
そ
し
て
へ
　
フ
レ
ー
ザ
ー
の
科
学
的
説
明
に
代
わ
る
も
の
と
し
て

導
入
さ
れ
る
の
が
「
展
望
」
で
あ
っ
た
。
展
望
と
は
へ
　
は
じ
め
理
解
し
難

い
と
思
え
た
も
の
と
'
自
分
自
身
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
も
の
と
の
間
に

連
関
を
見
出
し
て
'
理
解
可
能
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
思

考
法
に
固
執
し
て
'
異
な
る
も
の
が
受
け
容
れ
ら
れ
な
-
な
っ
て
い
る
と
き
へ

展
望
は
そ
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
一
つ
の
方
法
と
な
る
。

「
展
望
」
は
へ
　
そ
の
着
想
以
来
、
『
探
究
』
に
お
い
て
も
重
要
な
方
法
と

し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
へ
　
連
鎖
の
環
を
見
出
し
へ
　
あ
み
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

(
P
U
,
∽
1
2
2
)
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わ
れ
わ
れ
が
自
分
た
ち
の
語
の
慣
用
を
展
望
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
へ
　
こ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
無
理
解
の
一
つ
の
源
泉
で
あ
る
。
　
-
　
展

望
の
き
い
た
叙
述
は
理
解
を
仲
介
す
る
が
へ
　
こ
の
理
解
は
ま
さ
に
わ
れ

わ
れ
が
(
連
関
を
見
る
)
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
'
授
業
に
お
い
て
'
ま
た
著
作
に
お
い
て
'
例

と
比
較
を
次
々
と
示
し
て
い
く
の
も
'
「
連
鎖
の
環
」
　
を
作
り
出
し
'
理

解
を
生
み
出
す
た
め
で
あ
る
。
彼
の
後
期
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
「
言
語

ゲ
ー
ム
」
や
「
ア
ス
ペ
ク
ト
転
換
」
も
'
「
展
望
」
に
関
わ
る
方
法
の
一
つ

と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

4
　
言
語
の
呪
縛
を
解
く
方
法
へ

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
前
後
期
を
通
じ
て
へ
　
言
語
の
働
き
に
対
す

る
誤
解
が
解
決
不
可
能
な
哲
学
的
諸
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え

て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
も
　
言
語
の
働
き
を
明
瞭
に
見
渡
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

諸
問
題
は
解
消
さ
れ
る
と
見
な
し
た
。
言
語
の
働
き
に
対
す
る
誤
解
と
し

て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
批
判
す
る
の
は
'
た
と
え
ば
へ
　
語
の
意
味

を
指
示
対
象
物
と
見
な
す
意
味
論
を
唯
一
の
も
の
と
考
え
る
傾
向
へ
　
「
意

味
」
や
「
命
題
」
に
本
質
を
求
め
一
般
意
味
論
を
追
究
す
る
傾
向
へ
　
意

味
の
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
規
則
応
用
図
式
か
ら
語
の
用
法
を
説
明
し
よ
う
と

す
る
傾
向
な
ど
で
あ
る
。
語
の
外
見
の
頬
似
性
の
た
め
に
へ
　
機
能
上
の
差

異
が
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
い
'
背
後
に
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
想
定
し

て
1
般
化
を
求
め
て
し
ま
う
傾
向
が
批
判
さ
れ
る
。



語
の
意
味
と
い
う
一
般
的
な
概
念
が
'
ど
れ
ほ
ど
言
語
の
は
た
ら
き
を

煙
霧
で
包
み
こ
み
'
明
瞭
に
も
の
ご
と
を
見
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る

か
　
(
P
U
,
∽
5
)

一
つ
の
映
像
が
わ
れ
わ
れ
を
捕
ら
え
て
放
さ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
へ
　
そ
れ

か
ら
わ
れ
わ
れ
は
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
へ
　
そ

の
映
像
は
わ
れ
わ
れ
の
言
語
の
中
に
あ
り
へ
　
言
語
は
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ

に
対
し
て
た
だ
容
赦
な
く
く
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で

あ
る
　
(
P
U
,
∽
1
1
5
)

自
分
の
規
則
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
へ
　
わ
れ
わ
れ
の
理

解
し
た
い
'
す
な
わ
ち
展
望
し
た
い
こ
と
な
の
で
あ
る
　
(
P
U
,
∽
1
2
5
)

言
語
の
働
き
に
関
す
る
誤
解
が
哲
学
の
諸
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

言
語
の
働
き
に
関
す
る
そ
う
し
た
誤
解
は
'
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
映
像
に

強
制
さ
れ
て
お
り
へ
　
別
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
こ
と
が
で
な
い
こ
と
に
起

因
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
'
哲
学
の
諸
問

題
を
解
消
す
る
と
い
う
彼
の
哲
学
実
践
を
'
い
わ
ば
教
育
実
践
と
し
て
'

言
語
を
め
ぐ
る
呪
縛
か
ら
受
講
者
を
'
読
者
を
'
そ
し
て
彼
自
身
を
解

放
す
る
試
み
と
見
な
す
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
へ
　
彼
が
い
か
に
こ
の
教
育

実
践
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。

三
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
教
育

-
　
哲
学
の
授
業

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
は
小
学
校
教
員
の
経
験
が
あ
る
。
前
期
と

後
期
の
問
に
位
置
づ
く
彼
の
教
員
経
験
が
ど
の
程
度
そ
し
て
ど
の
よ
う
に

後
期
哲
学
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
が
し
ば
し
ば
研
究
者
の
問
で
問
題

(
2
)

と
さ
れ
て
き
た
。
後
期
哲
学
に
お
い
て
'
教
育
の
場
面
が
事
例
と
し
て
多

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
'
小
学

校
教
員
と
し
て
勤
め
た
期
間
よ
り
も
さ
ら
に
長
い
期
間
へ
　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

大
学
の
哲
学
教
師
で
あ
っ
た
。
ざ
ら
に
へ
一
九
二
九
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で

哲
学
を
再
開
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九
三
九
年
に
は
ム
ー
ア
の

後
任
と
し
て
哲
学
の
教
授
に
採
用
さ
れ
る
。
彼
自
身
へ
　
復
帰
後
ま
っ
た
-

著
作
を
出
版
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
哲
学
教
師

と
し
て
彼
が
語
っ
た
こ
と
の
み
が
評
価
さ
れ
て
教
授
に
採
用
さ
れ
た
こ
と

を
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
教
師
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
授
業
の
様
子
は
受
講
者
の
講
義

録
や
回
想
録
か
ら
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
'

ム
ー
ア
は
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
に
か
け
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
授
業
に
出
席
し
た
。
そ
の
講
義
録
の
な
か
で
も
彼
の
教
授
ス
タ
イ
ル
　
F



に
つ
い
て
も
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
る
。
ム
ー
ア
に
よ
れ
ば
'
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
'
週
に
一
度
の
講
義
と
へ
　
そ
の
内
容
に
関
わ
る
討
論

の
時
間
を
別
に
設
け
て
い
た
。
討
論
は
少
な
く
と
も
二
時
間
は
続
い
た
と

い
う
(
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
教
授
職
を
去
る
ま
で
は
、
討
論
の
代

わ
り
に
週
に
二
度
講
義
を
行
っ
た
時
期
も
'
ま
た
へ
　
二
度
の
講
義
に
加
え

討
論
の
時
間
も
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
)
。
講
義
に
お
い
て
も
ま

た
討
論
の
際
に
も
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
黒
板
を
頻
繁
に
用
い
た
。

講
義
を
聞
く
こ
と
だ
け
か
ら
は
学
び
え
ず
'
討
論
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

内
容
を
彼
は
当
初
か
ら
教
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ム
ー
ア
の
出
席
し
た
復
帰
直
後
の
授
業
か
ら
さ
ら
に
年
月
を
経
て
'

一
九
四
〇
年
代
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
授
業
の
様
子
が
か
つ
て
の
受

(
2
)

講
者
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
て
い
る
O
　
そ
れ
は
t
 
l
九
五
一
年
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
逝
去
し
て
間
も
な
く
へ
　
「
記
憶
の
新
鮮
な
う
ち
に
'
『
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
為
人
と
彼
の
教
授
法
』
と
い
う
間
に
多
少
答
え
る

材
料
を
提
供
」
す
る
た
め
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
回
想
に

し
ば
し
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
受
講
者
が
「
面

喰
ら
う
」
よ
う
な
授
業
法
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
は
暗
示
的
に
言
及
さ
れ
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
教
授
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
法
は
最
初
の
う
ち
は
面

喰
ら
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
が
例
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
時
に
は

例
が
奇
抜
で
'
あ
る
想
像
上
の
蛮
族
の
非
常
に
奇
妙
な
言
語
的
そ
の
他

の
行
為
に
関
し
て
考
察
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
(
中
略
)

例
が
周
知
の
卑
近
な
事
実
に
触
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
常
に
事
例
は

具
体
的
詳
細
な
形
で
与
え
ら
れ
'
身
近
な
日
常
語
で
述
べ
ら
れ
た
。
話

さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
ど
れ
一
つ
を
と
っ
て
も
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と

で
、
普
通
誰
も
議
論
な
ど
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
種
類
の
事
柄
で
あ
っ

た
。
(
中
略
)

講
義
を
理
解
す
る
際
の
極
度
の
困
難
さ
は
'
時
に
は
や
や
反
復
的
で

具
体
的
詳
細
な
こ
の
話
が
皆
何
処
に
行
き
着
く
の
か
見
当
付
け
難
い
こ

と
に
起
因
し
て
い
た
。
(
ガ
ス
キ
ン
グ
と
ジ
ャ
ク
ソ
ン
へ
　
二
五
三
百
)
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毎
年
講
義
は
あ
る
哲
学
的
問
題
に
関
し
て
で
あ
っ
た
　
-
　
た
と
え
ば

「
他
者
の
心
」
　
の
問
題
や
数
学
的
命
題
の
資
格
に
つ
い
て
。
問
題
が
何

で
あ
れ
へ
　
そ
の
年
の
終
り
ま
で
に
は
主
な
哲
学
的
問
題
の
殆
ど
が
直
接

講
義
で
は
哲
学
の
諸
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
方
法

が
特
異
で
あ
っ
た
。
具
体
的
で
卑
近
な
例
か
ら
'
奇
抜
で
想
像
上
の
例
ま

で
'
さ
ま
ざ
ま
な
例
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
例

も
容
易
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
へ
　
受
講
者
に
は
'
な
ぜ
そ

う
し
た
例
が
与
え
ら
れ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
っ
た
。



ロ
坂
初
の
う
ち
は
話
の
全
体
が
何
処
へ
行
き
着
-
の
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
無
数
の
例
の
要
点
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
L
t
　
わ
か
っ
た
と
し
て
も

ご
く
漠
然
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
突
然
そ
れ
が
理
解
で
き
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
時
々
突
然
に
問
題
の
解
決
が
明
ら
か
に
な
り
全
て
が
落
ち
着

い
た
。
こ
の
よ
う
な
興
奮
の
l
瞬
に
人
は
数
学
者
達
が
美
し
い
証
明
に

つ
い
て
語
る
と
き
に
意
味
し
て
い
る
も
の
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
解
決
は
一
旦
理
解
さ
れ
る
と
あ
ま
り
に
単
純
明
白
な
こ
と
で
、
長
い

間
叩
い
て
も
開
か
な
か
っ
た
多
く
の
扉
を
開
く
必
然
的
か
つ
容
易
な
鍵

の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
人
は
そ
ん
な
こ
と
を
何
故
見
落
と
す
筈
が
あ
ろ

う
か
と
首
を
傾
げ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
末
だ
理
解
し
て
い
な
い
人
に
説

明
す
る
段
に
な
る
と
'
全
部
の
長
い
長
い
道
程
を
辿
ら
ず
に
は
そ
れ
を

理
解
さ
せ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
同
上
、
二
五
四
貢
)

を
助
け
る
た
め
に
我
々
が
為
す
べ
き
唯
一
の
こ
と
は
'
彼
に
別
の
方
向
を

向
か
せ
て
や
る
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う

の
は
彼
は
外
に
出
た
い
一
心
で
'
出
口
が
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
場
所

か
ら
彼
の
目
を
逸
ら
せ
よ
う
と
す
る
我
々
の
努
力
に
抵
抗
す
る
か
ら
で
あ

る
」
　
(
同
上
も
　
二
五
四
I
五
貢
)
o
　
ハ
エ
に
ハ
エ
と
り
壷
か
L
f
t
の
出
口
を
示

し
て
や
る
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
の
目
的
は
決
し
て
容
易

に
は
遂
行
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
度
理
解
し
て
し
ま
う
と
あ
ま
り
に
簡
単
に
思
え
る
こ
と
を
'
い
ざ
別
の

ひ
と
に
説
明
し
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
長
い
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て

も
ら
う
し
か
な
い
も
の
へ
　
そ
う
し
た
こ
と
が
例
と
と
も
に
示
さ
れ
教
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
「
扉
」
　
の
例
と
し
て
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の

例
を
好
ん
で
用
い
て
い
た
。
あ
る
ひ
と
が
外
に
出
よ
う
と
目
の
前
に
あ
る

い
く
つ
も
の
扉
を
開
け
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
に
せ
も
の
の
扉

で
外
に
で
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
正
し
い
扉
は
背
後
に
あ
り
へ
　
振
り
向
い

て
そ
れ
を
開
け
れ
ば
外
に
出
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
彼
が
部
屋
か
ら
出
る
の

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
哲
学
的
間
に
対
す
る
如
何
な
る
解
答
も
'

人
が
求
め
て
い
る
と
き
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
無
益
で
あ
る
と
い
う
考

え
を
も
っ
て
い
た
。
(
中
略
)
彼
は
自
然
の
順
序
で
技
巧
を
凝
ら
さ
ず

に
問
題
を
探
究
し
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
へ
　
そ
の
方
法
に
依
れ

ば
自
ら
思
索
を
す
る
全
く
誠
実
な
人
間
な
ら
ば
誰
で
も
問
題
の
解
決

を
得
る
筈
で
あ
る
。
(
中
略
)
　
こ
の
理
念
が
著
作
と
い
う
形
で
実
現
さ

れ
得
る
か
否
か
は
'
多
数
の
見
解
は
あ
る
が
末
だ
未
知
で
あ
る
。
仮
に

そ
れ
が
可
能
だ
と
し
て
も
そ
の
著
作
が
我
々
が
哲
学
的
著
作
と
考
え
る

も
の
に
な
る
か
否
か
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
(
同
上
、
二
五
五
貢
)

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
'
哲
学
は
そ
れ
を
必
要
と
す
る
ひ
と
に

の
み
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
'
薬
が
治
療
を
必
要

と
す
る
ひ
と
に
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
こ
と
と
類
比
的
で
あ
る
。
哲
学
は
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自
ら
の
言
語
の
呪
縛
が
異
な
る
用
法
と
競
合
す
る
と
き
必
要
と
さ
れ
へ
　
そ

の
呪
縛
か
ら
解
か
れ
た
と
き
に
不
要
と
な
る
。
哲
学
に
と
っ
て
健
全
な
の

は
'
そ
れ
を
止
め
た
い
と
き
に
い
つ
で
も
止
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
　
(
P
U
,

∽
1
3
3
)
c

引
用
に
お
い
て
ガ
ス
キ
ン
グ
ら
が
敢
え
て
「
自
然
の
順
序
で
技
巧
を
凝

ら
さ
ず
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
若
干
の
解
説
を
加
え
た
い
。
彼
ら
の
念

頭
に
あ
る
の
は
'
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
言
語
哲
学
者
ら
が
'
「
哲
学
者
と

い
う
よ
り
言
語
学
者
」
と
し
て
'
自
然
な
流
れ
に
沿
わ
ず
'
状
況
を
「
予

め
用
意
さ
れ
た
言
語
的
器
に
」
埋
め
込
ん
で
考
察
を
進
め
て
い
た
こ
と
と

対
比
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
こ
の
「
自
然
の
順
序
」

は
'
『
探
究
』
を
編
成
す
る
た
め
の
基
本
原
理
で
も
あ
っ
た
。

ガ
ス
キ
ン
グ
ら
の
回
想
録
が
書
か
れ
た
一
九
五
一
年
の
時
点
で
は
'
『
探

究
』
　
は
ま
だ
出
版
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う

に
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
こ
の
理
念
」
を
著
作
と
い
う
形
で
ま
と

め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
た

だ
へ
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
著
作
を
生
前
の
う
ち
に
出
版
す
る
こ

と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
へ
　
「
こ
の
理
念
」
　
が
遺
稿
と
し
て
出
版
さ

れ
た
『
探
究
』
に
ど
こ
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
は
'
確
か
に
議
論
の

余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
自
分
の
哲
学
が
誤
解
さ
れ
て
広
ま
る

こ
と
を
極
度
に
恐
れ
著
作
の
出
版
を
熱
望
し
て
い
た
。
一
九
三
六
年
か
ら

一
九
四
九
年
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
'
彼
は
何
度
も
書
き
換
え
へ
　
出
版
社

と
の
契
約
も
取
り
付
け
へ
　
序
文
を
二
度
書
き
へ
　
異
な
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ま

で
作
り
な
が
ら
へ
　
遂
に
満
足
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2
　
哲
学
の
テ
キ
ス
ト

(
-
)
　
『
論
考
』
の
読
者
と
『
探
究
』
　
の
読
者

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
論
考
』
も
『
探
究
』

も
読
者
を
強
く
意
識
し
て
書
か
れ
た
著
作
で
あ
る
。
『
論
考
』
　
の
序
文
は

次
の
言
葉
で
始
ま
る
。
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こ
の
書
物
を
理
解
し
て
く
れ
る
の
は
'
あ
る
い
は
へ
　
自
分
で
こ
こ
に

表
現
さ
れ
て
い
る
思
想
な
い
し
そ
れ
に
類
似
し
た
思
想
を
か
つ
て
既
に

考
え
た
こ
と
の
あ
る
人
々
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
書
物
は

教
科
書
で
は
な
い
。
理
解
あ
る
読
者
を
一
人
で
も
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で

き
た
な
ら
へ
　
こ
の
書
物
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
　
(
p
.
2
,
3

(
二
五
貢
)
)

「
教
科
書
」
　
と
は
'
誰
に
で
も
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
た
書
物
の
謂
い
で

あ
ろ
う
。
理
解
さ
れ
難
い
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
も
'
『
論
考
』
は
読
者

の
成
長
に
資
す
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
.
既
に
見
た
よ
う
に
t
 
a
.
論
考
』

に
は
　
「
解
明
」
　
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
『
論
考
』
は
読
者
に
理
解

さ
れ
た
後
は
乗
り
越
え
ら
れ
'
無
意
義
な
も
の
と
し
て
捨
て
去
ら
れ
る
ベ



き
も
の
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
論
考
』
　
の
意
義
は
読
者
に

対
す
る
教
育
的
価
値
に
こ
そ
あ
っ
た
。

l
方
の
『
探
究
』
　
の
序
文
に
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
.

わ
た
く
L
は
'
自
分
の
手
稿
に
よ
っ
て
他
の
人
が
　
〔
み
ず
か
ら
〕
　
考

え
る
労
を
省
く
よ
う
に
な
る
の
を
望
ま
な
い
。
で
き
る
こ
と
な
ら
へ
　
誰

か
が
自
分
自
身
で
考
え
る
た
め
の
励
ま
し
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

(
V
o
r
w
o
r
t
(
十
1
頁
)
)

真
剣
に
哲
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
者
は
誰
で
も
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
し
て

我
々
は
懸
命
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
途
方
も
な
く
懸
命
に
考
え
た
の
で
あ
る
。
講
義
が

そ
の
都
度
入
念
に
準
備
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
　
-
　
そ
の
大
局
の

方
針
が
計
画
さ
れ
'
無
数
の
例
が
考
案
さ
れ
た
。
し
か
し
講
義
に
於
て

彼
は
そ
の
全
て
の
例
を
口
頭
で
思
索
し
直
し
た
。
教
室
に
居
る
人
間
は

時
折
簡
単
に
発
言
し
た
が
へ
　
通
常
は
提
出
さ
れ
た
何
ら
か
の
間
に
対
し

て
答
え
る
た
め
で
あ
っ
た
O
　
(
ガ
ス
キ
ン
グ
と
ジ
ャ
ク
ソ
ン
へ
二
五
四
頁
)

『
探
究
』
も
ま
た
へ
　
読
者
の
成
長
に
資
す
る
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
。
読

者
が
『
探
究
』
を
読
み
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
自
ら
考
え
へ
　
呪
縛
か
ら
解

放
さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
は
へ
　
『
探
究
』
は
教
科

書
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
　
「
戦
前
版
」
　
の
た
め
に
準
備
さ

れ
た
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
著
作
を
教

科
書
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
へ
　
知
識
を
供
与
す

ォ
)

る
教
科
書
で
は
な
く
へ
　
思
考
を
刺
激
す
る
教
科
書
で
あ
る
。
」
　
『
探
究
』
は

読
者
に
例
を
示
し
へ
　
問
い
を
発
し
、
考
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
'
い
わ
ば

ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
な
い
し
問
題
集
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
授
業
の
回
想
録
を
著
し
た
ガ
ス
キ
ン
グ
ら
は
'
授

業
に
お
い
て
も
同
様
に
'
受
講
者
に
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
述
懐

し
て
い
る
。

『
探
究
』
も
'
授
業
と
同
様
に
も
　
さ
ま
ざ
ま
な
例
と
問
い
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
っ
て
検
討
し
ょ
う
。

(
2
)
　
『
探
究
』
の
読
み
方
　
-
　
断
章
と
対
話

『
探
究
』
は
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
他
の
多
-
の
著
作
同
様
へ
　
遺

稿
で
あ
る
。
し
か
し
へ
　
そ
の
完
成
度
に
お
い
て
他
の
著
作
と
は
決
定
的

に
異
な
る
点
に
注
意
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
へ
　
『
探
究
』
第

-
部
の
前
半
は
'
一
九
三
六
年
以
来
検
討
が
加
え
ら
れ
一
九
三
七
年
と

一
九
四
五
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
序
文
が
準
備
さ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
ざ
ら
に
よ
り
よ
い
も
の
を
求
め
な
け
れ
ば
'
生
前
に
出
版

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
内
容
な
の
で
あ
る
。
完
成
度
と
い
う
意
味
で
は
『
論
考
』
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に
近
い
で
あ
ろ
う
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
断
章
の
ス
タ
イ
ル
を
採
用
し
て
い
る
点
に
も

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
彼
が
膨
大
な
草
稿
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
も
彼

の
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
因
る
点
が
大
き
い
。
彼
は
多
く
の
場
合
日
付
と
と
も

に
ノ
ー
ト
に
着
相
心
を
記
し
へ
　
そ
の
な
か
か
ら
使
え
そ
う
な
も
の
を
選
ん
で

タ
イ
プ
原
稿
に
し
た
。
ざ
ら
に
へ
　
そ
れ
ら
の
タ
イ
プ
原
稿
を
切
り
分
け
て
'

並
べ
替
え
な
が
ら
一
つ
の
流
れ
を
作
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
手
書
き
ノ
ー

ト
や
タ
イ
プ
原
稿
や
そ
れ
ら
の
断
片
が
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
'
遺
稿
管
理

者
ら
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
　
同
じ
断
章
ス

タ
イ
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
へ
　
『
探
究
』
と
そ
れ
以
外
の
遺
稿
著
作
を
単
純

に
同
等
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
『
探
究
』
　
の
英

訳
者
で
あ
り
'
直
弟
子
の
一
人
で
も
あ
る
o
・
w
・
ァ
　
ア
ン
ス
コ
ム
が

警
告
し
て
い
る
よ
う
に
'
『
探
究
』
が
た
と
え
断
章
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
断
章
を
独
立
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
く
、

(B)

そ
の
つ
な
が
り
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
読
者
が
自
ら
考
え
る
こ
と
を
促

さ
れ
'
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
う
る
よ
う
に
'
『
探
究
』
　
の
断
章
は
自
然
の

順
序
で
配
列
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

断
章
は
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
描
く
さ
ま
ざ
ま
な
例
へ
　
仮
想
対

話
者
と
の
や
り
取
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
自
問
・
解
説
な
ら
び

に
主
張
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
提
示
さ
れ
た
例
は
'
読
者
の
理
解
が
進

む
に
つ
れ
て
'
断
章
ご
と
に
変
奏
曲
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
ア
レ
ン
ジ
さ
れ

変
型
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
間
に
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
仮
想
対
話
者

と
の
や
り
取
り
や
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
解
説
が
挿
入
さ
れ
る
。

『
探
究
』
に
現
れ
る
対
話
は
'
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
対
話
と

は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
『
探
究
』
の
場
合
へ
　
発
話
者
が
誰
で
あ
る
の
か

が
は
っ
き
り
と
指
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
時
に
は
ダ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
へ

時
に
は
引
用
符
に
よ
っ
て
問
い
や
反
応
が
揺
ら
れ
へ
　
そ
こ
に
複
数
の
立
場

が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
う
ち
ど

れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
の
で
'
ど
れ
が
仮
想
対
話
者
の
も
の
な

の
か
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
読
者
は
自
分
自
身
を
こ
の
対
話
に

重
ね
へ
　
自
分
の
言
語
観
が
進
ん
で
い
く
対
話
の
う
ち
の
ど
ち
ら
に
与
す
る

(
2
)

も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
な
が
ら
読
み
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

多
く
の
問
い
が
立
て
ら
れ
'
そ
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
は
'
答
え
ら
れ
な
い
ま

ま
断
章
は
進
ん
で
い
く
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
問
い
は
読
者
自
身
が
答
え

な
が
ら
先
に
進
む
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
探
究
』
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
。
『
探
究
』
は
体
系
的
に

知
識
を
供
与
す
る
教
科
書
と
し
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
'
読
者

に
読
ま
れ
'
問
い
に
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
へ
　
そ
う
し
た
余
地
を
意
図
的
に
残
さ
れ
た
'
教

育
的
価
値
に
重
き
を
置
い
た
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。
D
.
探
究
.
D
を

ど
の
よ
う
に
読
も
う
と
そ
れ
は
読
者
の
自
由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
t
 
D
.
探
究
D

を
理
解
す
る
た
め
に
著
者
の
意
図
に
従
っ
て
読
も
う
と
す
る
場
合
へ
　
読
者
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に
は
そ
う
し
た
関
与
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
リ
に
　
-
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
超
え
て

現
在
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
著
作
の
ほ

と
ん
ど
が
'
遺
稿
管
理
者
に
よ
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
出
版
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
膨
大
な
草
稿
か
ら
'
哲
学
に
関
係
な
い
メ
モ
書
き
が
抜
き
出
さ
れ

て
'
独
文
で
は
『
雑
多
の
コ
メ
ン
ト
』
へ
英
訳
で
は
『
文
化
と
価
値
』
へ
　
邦

訳
で
は
『
反
哲
学
的
断
章
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
著
作
に
は
次
の

断
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

授
業
の
あ
い
だ
に
す
ぐ
れ
た
成
果
を
'
そ
れ
ど
こ
ろ
か
驚
く
べ
き
成

果
を
も
た
ら
す
力
が
あ
っ
て
も
'
そ
れ
だ
け
で
'
す
ぐ
れ
た
先
生
だ
と

は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
生
徒
た
ち
は
'
じ
か
に
教
え
て
も
ら
っ
て

い
る
あ
い
だ
へ
　
生
来
そ
な
わ
っ
て
い
る
以
上
の
能
力
を
引
き
出
し
て
も

ら
う
と
し
て
も
'
自
力
を
つ
け
て
そ
の
高
さ
ま
で
伸
び
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
先
生
が
教
室
か
ら
い
な
く
な
る
と
'
た
ち
ま
ち
化
け
の
皮
が

(
」
)

剥
が
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
'
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
'
授
業
に
お
い

て
も
ま
た
著
作
に
お
い
て
も
'
受
講
者
と
読
者
を
言
語
の
呪
縛
か
ら
解
放

し
よ
う
と
試
み
た
。
彼
は
'
そ
れ
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。

こ
の
引
用
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
　
た
と
え
授
業
の
な
か
で
う
ま

-
い
っ
て
い
て
も
'
教
室
を
離
れ
へ
　
自
ら
を
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
技
佃
を

顧
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
'
ま
さ
に
受
講
者
を
そ
し
て
読
者
を
独
り
立
ち
で

き
る
と
こ
ろ
ま
で
導
こ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
'
独
り
立
ち
で
き
る
こ
と
は
根
本
的

に
重
要
で
あ
る
。
前
期
の
場
合
へ
　
読
者
は
一
度
『
論
考
』
に
よ
っ
て
解
放

さ
れ
れ
ば
'
そ
れ
で
世
界
を
正
し
-
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
'
後
期
の
場
合
へ
　
l
つ
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
は
完
全
な
自

由
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
へ
　
次
の
呪
縛
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
へ
　
単
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
へ
　
解
放
の
技
偶

を
習
得
L
へ
　
哲
学
が
必
要
と
な
る
と
き
(
他
者
と
の
間
に
葛
藤
が
生
じ
た

と
き
)
　
に
は
い
つ
で
も
自
ら
を
古
い
呪
縛
か
ら
解
放
で
き
る
こ
と
が
決
定

的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

さ
て
'
わ
れ
わ
れ
が
1
読
者
と
し
て
『
探
究
』
を
読
む
と
き
'
『
論
考
』

を
乗
り
越
え
る
よ
う
に
し
て
'
『
探
究
』
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
る
.
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
対
話
し
な
が
ら
へ
　
最
後
に
は
呪
縛

か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
技
佃
を
得
て
'
彼
を
不
要
と
す
る
地
点
に
到
達

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
'
わ
れ
わ
れ
に
は
'

自
ら
が
固
執
す
る
映
像
　
-
　
そ
れ
は
'
こ
れ
ま
で
の
教
育
に
よ
っ
て
も
た
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ら
さ
れ
た
映
像
で
あ
ろ
う
　
-
　
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
　
(
4
)

R
i
c
h
a
r
d
 
M
.
R
o
r
t
y
(
e
d
.
)
,
T
h
e
L
i
n
g
u
i
s
t
i
c
 
T
u
r
n
:
E
s
s
a
y
s
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に
な
る
。
『
探
究
』
は
意
味
の
一
般
論
を
論
じ
る
べ
く
書
か
れ
た
著
作
で
は

な
く
　
-
　
そ
の
試
み
が
う
ま
く
い
く
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

は
別
に
し
て
も
　
-
　
読
者
に
態
度
変
容
を
求
め
る
著
作
と
し
て
著
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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Conceptual Captivity and Emancipation:

Wittgenstein's Teaching of Philosophy

Yasushi Maruyama
Hiroshima University

Associate Professor

It is said that Ludwig Wittgenstein is one of the most important linguistic
philosophers in the twentieth century. Indeed, his contribution to the "linguistic Turn"
is prominent. His interest, however, is not in language itself but in the emancipation
of his students and readers from pictures that have held them captive. The purpose of

this paper is to understand the point of Wittgenstein's philosophy by considering how
he frees them in teaching philosophy.

The paper firstly argues that Wittgenstein's philosophy is likely to be misunder-

stood even by major Wittgensteinian scholars, and that his philosophy should be
characterized as edifying philosophy, one that Richard Rorty distinguishes from
systematic philo sophy.

The paper then discusses the purpose of Wittgenstein's philosophy and his
philosophical methods. While he held a consistent concept of philosophy from the
early to the later periods, he changed his view on philosophical methods. The paper

finds a connection between two periods by elaborating on the "elucidating" function
of his philosophy, and his idea of an "overview" as a philosophical technique. It shows
that Wittgenstein's philosophy is motivated by his pedagogical concerns about the
emancipation of his students and readers from their conceptual captivity that causes
philosophical confusions.

Finally this paper examines closely Wittgenstein's practice of teaching philosophy.
It reconstructs his teaching in his class by using his students' memoirs, and analyses

his Philosophical Investigations in terms of the idea of teaching as a philosophical
technique of emancipation. His teaching in the classroom and his writings have some
commonfeatures such as a dialogical style, presenting imaginary examples one after
another, and encouraging students or readers to think by themselves. It is concluded
that readers of Wittgenstein are expected to see beyond his teaching by learning from

him how to emancipate themselves.

218




