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節
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攣
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ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
濟
哲
學

第

三
+
三
巻

天

O

第
二
號

デ

ィ

ル

タ

イ

哲

學

ご

経

濟

哲

學

三

・完
)

一
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
瀞
科
學
の
哲
學
の
鰹
系
と
其
経
濟
哲
學
的
意
義
」1

石

川

一
一
四

興

二

　」
、ゲ
イ

ル
タ
イ

に
於
け

る
哲
墨
「の
概
念

と
経
{漕
粧
口
學

の
」概
念
一

一
、
哲

學

の
～概
念
-

二
、
繹
一溜
[哲
學

の
概
念
(
以
上
前
巻
第

四
號
掲
載

)

あ

グニ
ゲ
イ
ル
タ
イ
の
精
帥
科
學

の
哲
學

の
盟
系
と
其
経
済
哲
學
的
意
義
ー
ー

一
、
ヂ
イ
ル
タ
イ
精
神
科
學
の
哲
學

の
概
念
と
究
極
目
的
一

二
、
英
田
襲
鮎
と
課
題

の
.規
定
I
l

三
、
其
根
本
的
立
場
-

四
、
其
構
造
(
以
上
本
號
掲
載
)

陶
、.

デ

ィ
ル
タ

イ

の
精

神
科

墨

の
哲
畢

の
概
念

と
究
極

目
的

.

デ
ィ
ル
タ
イ

の
哲

學
的
業
績

の
中

心
を
な
す
と

こ
ろ

の
も

の
は
精

帥
科
學

の
哲

學

(}、}三
。
・・()℃
霊
。
多
門
O
。
韓
。
㏄

三
・,・・①
昌
旨
葺
。
ε

で
あ

る
。
彼

が
経
済
哲

學

に
謝

し

て
有

す

る
最

も

重
要

な

る
意
義

も

荘

に
存
す

る

の
で
あ

る
。

既

に
デ
ィ

川
タ
イ

に
於
け

る
哲

學

一
般

の
概

念
を
明

に
し
之

に
基

い
て
経
済
哲

學

の
概

念
を
考
察

せ
し
私
は
、
進

ん

で
此
哲

學

一
般

の
概

念

に
基

い
て
彼

の
精
神
科
學

の
膿
系
を
明

に
し
其
経
済
哲
學

に
封
ず

る
意

義

を
考
察

し
以

て
此
哲

學

の
立
場

に
於

け

る
経

済
哲

學

の
諸
問
題

の
考
察

の
地
盤

を
準
備

し
た

い
と
思

ふ
の
で
あ

る
。

私
は
襲

に

デ
ィ
ル
タ
イ

に
於

て
は
哲

學

な

る
も

の
は
思
惟

の
徹
底

で
あ

り
其
最

も

一
般

的
な

る
機
能

は
所
與
的



な

る
も

の
を

そ

の
最

後

の
基

礎

に
ま

で
湖

っ
て
、
聯

關

付

け

、
根

慷

付

け

ん

と

す

る

こ
と

で
あ

る

と
述

べ
た

。

か

く
て
精

神

科

學

の
哲

學

な

る
も

の
は

、
諸

文

化

域

に
於

て
成

立

し
諸

文

化

域

を

劉
象

と

す

る
と

こ
ろ

の
精

神

諸

科

學

を

其

最

後

の
基

礎

に
ま

で
湖

っ
て
根

接

付

け
聯

關

付

け

る
も

の

で
あ

る
。
此

橋

脚

科

學

の
哲

學

は

二

部

に
分

た

れ

る
。

」
第

一
部

は

精

神

諸

科

學

を

根

擦

付

け

(津

西
三
コ
ユ
窪

)
、

聯

關
付

け

る

へN
=
舞
【同旨

①
口
莚
誘
2
ρ)

爲

の

基

礎

(9

≡
三
)
を
置

く

(8
鴨

ロ
)
と

こ

ろ

の
も

の

で
あ

っ
て

、

こ

れ

即

ち

O
…

三
富
斡
F5
αQ

」
醇

Ω
①
一。・
〔塁
三

9。路
蕊
6
}属
需
2
戸

『
精

神

諸

科

學

の
基

礎

付
』
で
あ

り

、
第

二
部

ば

か

く

し

て
置

か

れ

た

る
基

礎

に
基

き
精

神

諸

科

學

の
聯

關

を

打

立

て

る
と

こ

ろ

の

も

の

で
あ

る
。

彼

は

こ

れ
を

〔一回a

一、E

c
讐
冨
」
〔罵
「

O
庇
い
叶震
乱
鰺
①
漫
6
岡握
{窪
一
貯

呼
お
已

N
矩
窪

窪

目
窪

「
精

神

科

學

哲

學
第

二
部

」
で
あ

る
と

な

し

国
霧
箸

δ
笹

色
φ
二
。
『

O
¢
[。。
斤①
ω
乱
。・ω①
房
6
冨

常

=
と

呼
ん

で
み

る
。

而

し

て
彼

の
精

神

科

學

の
哲

學

の
仕

事

の
中

心

を

な

す

も

の

は
前

者

帥

ち

O
ヨ
民

一。
σq
r;
㈹
腎

「
O
虫
駈
憂

三
・・
。・。
蓋
。7

纂

⑦
昌

で
あ

り
以

下

の
叙

述

の
中

心

を

な

す

も

の
も

こ
れ

で
あ

る
。

此

デ

ィ
ル
タ

イ

の
哲

學

を

理
解

せ
ん

が
爲

に
は

、
先

づ
彼

が

歴

史
家

で
あ

っ
た

こ
と

を

注

意

せ
ね
ば

な

ら

な

い
。

即

ち

秀

れ

た

る
歴

史

家

と

し

て

の
人

間

的

歴

史

的

肚

會

的
實

在

の
禮

駿

は
常

に
其
哲

學

的

思

索

の
地

盤

を
成

し

其

哲

學

を

大

成

し

た

の

で
あ

る
。

而

し

て
此

両

面

の
研

究

を

貫

く

と

こ
ろ

の
も

の
は

「
歴

史

的

貿

在

に
益

々
深

く
突

き

入

b

云

は
ば

真

心

を

聴

き
と

ら

ん

と

す

る
」

要

求

で
あ

b

、
更

に
此

歴

史

的

肚

會

的
實

在

の
把
握

に
基

い
て
此

實

在

を
支

配

せ

ん
と

す

る
要

求

で
あ

っ
た

の

で
あ

る
。

.

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
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濟
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學

第
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巷

一
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一

第
二
號

二
五
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ヂ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
裡
濟
哲
學

第

三
十
三
巻

一
八
二

第
二
號

二
六

二
、
其
出
登
黙
と
課
題
の
規
定

精
紳

科
學

の
哲
學

は
精
神

科
墨
・を
基

礎
付
け

る
の
で
あ

る
.、
故

に
そ
れ
は
先
づ
所

與
と
し
て

の
精
帥
科
墨
・の
事

實

を
重

ん
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

。
而

し
て
デ
ィ
ル
タ
イ

は
至
當

に
も
此
車
賃
を

重
ん
じ

て
彼

の
哲

學

の
出
登
鮎

ノ
コ
さ　コ
サ
ラ

　ぐ

う

コ
コ

》
}し

て
　児
ξ

σ
.て
∂
.る

、

彼

は

既

に

…
八

七

五

年

に
『
人

間

。
肚

會

、
及
.び

國

尿

の
講

料

學

の
.歴

史
.の
研
究

に
就

て
』
と

云

ふ
論

文

に
放

て

.

縄

濟

,

法

律

、
國

尿

、
倫

理

の
學

問

の
歴

史

に
就

て

論

じ

て
居

る

の

で
あ

る
が

、

そ

の
中

に
於

て

「
哲

學

者

は

歴

史

的
遺

物

の
原

資

料
自

身

に
於

て

歴

史
家

の
働

き

を

爲

さ

ね
ば

な

ら

な

い
。

哲

學

者

は

同
時

に
歴

史

家

で
な

け

れ

り

ば
な
ら

ぬ
」

と
な
し
、
ま

た
科
學

論
が
「
諸
科
學

の
歴
史

と
互

に
結

ば

る
も
の

で
あ

る
」
こ
と
を
述

べ
て
居

る

の
で

あ

る
。

こ
れ
を
経
済
哲

學

に
就

て
云

ふ
な
ら
ば
経
濟

哲

學
の
研
究

は
経
済

學
史

の
研
究
と
離

る
可

か
ら
ぎ

る
關
係

に
立

つ
こ
と
と
な

る
の
で
あ

る
。

の

彼

は
『
精

帥
科
學
序
説
』
の
中

に
於

て
は
自
然

科
學

的
意
識

に
立

っ
て
精
聯

科
學

の
事

貿
を
歪

め
ん
と
す

る
者

を

屡

々
非
難

し

こ
れ
に
射

し
て
自
己

の
態
度

を
主
張

し
て
居

る
。
例

へ
ば
彼

は
次

の
如

く
に
述

べ
て
居

る
。

「
人
類

に
於

て
歴
史

的

に
登
展

し
來

つ
た
而

し
て

一
般

の
用
語

に
從

っ
て
人
間
、
歴
史
、
肚
會

の
科
學

な

る
名
幕
が
與

へ

ら

る
る
と

こ
ろ
の
此
精
肺

的
事
實

は
、
我

々
が
そ

れ
を
支
配
す

る

こ
と

で
は
な

く
先

づ
第

一
に
把

握

せ
ん

こ
と
を

1)V・S.36・

2)全 集 第 一 巻,,EinleitungindieGe童stesvi】rs5en5ch自ftεn.1,188;.



＼

慾

す

る
と

こ
ろ

の
實
在

を
形

成
す

る
。
経
験

的
方
法
は
、
此
科
學

の
存
立
自
身

に
於

て
思
惟
が
姦

に
其
課
題
解
決

の
矯

め

に
用

ふ
る
と

こ
ろ
の
個

々

の
取
扱
び
方

(く
①
碁

ゲ
「=
轟

。・壽

認

)
の
償
値
が

歴
史
的
批

判
的

〔ず
韓
。
冴
葺
-

互

房
9
)
に
展
開

さ
せ
ら

れ
る
こ
と
を

、
叉

そ
れ

の
主

語
が
人
類
自
身

で
あ

る
と

こ
ろ

の
北

大
な

る
事
象

の
直
観

に
於

て
、
此
域

に
於

け

る
知
識
並

に
認
識

の
性
質
が
解

明
さ
れ

る
こ
と
を
要
求

す
る
。
斯

く
の
如

き
方
法
は
所
謂

實
護
主
義

者

に
よ

っ
て
近
時
屡

々
用

ひ
ら
る

る
仕
方

に
樹
立
す

る
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ

る
。
此
仕

方

は
多

く
自
然

科

學
的
研
究

に
於

て
生

長

せ
し
知
識

の
概
念
規

定
よ
り
科
學
な

る
概
念

の
内
容

を
引

き
出
し
、
此

概
念

よ
り
如
何

な

る
知
的

仕
事

に
科
學

の
名

と
地
位
と
が
騙

せ
ら

る
べ
き

か
を
決
定

す
る
も
の

で
あ

る
」

と
述

べ
て
居

る
。
即
ち

こ
れ
等

の
人

々
は
自
然

科
學

に
於

て
は
理
論
學

の
み
が
正
當
な

る
學
と

さ
る
る
革
質

を
、
精
碗
科

學

に
も
強

い
以

て
精
油

科
學

に
於

て
も
理
論
學

の
み
が
學

で
あ

る
と
な
し
精
棘

科
學

の
與

へ
ら

れ
た
事
實

を
歪

め
ん
と
す

る
の
で

あ

る
。
而

し
て

こ
の
こ
と
は
経
濟

學

に
就

て
も
著

し

く
見
ら

る

る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
帥
ち
経
濟
學

の
研
究

に
於

て

は
、

ス
ミ

ス
に
就

て
は
我

々
は
か

く
の
如

き
狭
隘
な

る
立
場

を
見

な

い
の
で
あ

る
が
、
既

に
リ

カ

ル
ド
ウ
及
其
後

に
於

て
は
久

し
く
か
く

の
如
き
自
然

科
學
的
意
識

に
支

配
さ
れ
來

つ
た

の
で
あ

っ
て
、
今

日
も
樹

ほ
多

く
の
経
濟

め

學
・者

は

か

く

の
如

き
意

識

よ

b
脱

し
切

ら

な

い
の

で
あ

る
。

こ

の

デ

ィ
ル
タ

イ

の
態

度

は
今

日
ま

で
経

済

哲

學

を
最

も
多

く
支

配

し

た
と

こ
ろ

の
新

カ

ン
ト
派

の
人

々
殊

に

ソ

ッ
ケ

ル
ト

に
も

醤

立

す

る
批

判

と

も

な

る
。

帥

ち

ソ

ッ
ヶ

〃
ト

の
科

學

論

に
あ

っ
て

は

「
普

遍

的

概

念

を
探

究

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
+
三
巻

一
八
三

第
二
號

二
七

τ,s,「1) ヘア

2)拙 著L精 神科學的経済學 の基礎 問題1第 一二頁 以下参照.



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學

と
経
済
哲
學

第
三
+
三
巻

一
八
四

第

二
號

二
八

す

る
自
然
科
學

と
歴
史
的
文
化
科
學

と
を

対
立

せ
し
め
」
経

済
原
論

の
如

き
普

遍
的
理
論
を

研
究

す
る
も

の
を
爾

者

の
中

間
領
域

に
属
す

る
も

の

で
あ

る
と
す

る
の
で
あ

る
。
即
ち

こ
の
も

の
に
あ

っ
て
は
前

述

せ
し
實
読

主
義
者

と

は
反
芻

に
精
沸

科
學

の
固

有
な

る
も

の
は
瞠

り
歴
史
學
と

な

る
の
で
あ

る
。
而

し
て
爾
者

の
何

れ

に
於

て
も
貴

賤

的
研
究

は
科
學

と
な
ら

ぬ
こ
と
と
な

る
の

で
あ

る
。

然

る

に

デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場

に
於

こ
は
、
斯

く

の
如

く

「
精
神
諸

科
學
を
新

に
建
設

せ
ん
と
す

る
大
膳

な

る
建

築
者

が
慾
す

る
が
如

く
で
は
な
く
」
「
精

肺
科
學

が
生

長
し
て
居

る
が
ま
ま

に
把
握

し
而

し
て
根
慷
付

け
」
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。
而

し
て

「
め

る
が
ま

ま

の
而
し

て
働

い
て
居

る
が
ま
ま

の
精
沸

諸
科
學
は
、
そ

の
中

に
云

ひ
表

は

し

の
三

つ
の
異
な

る
部
門

を
結

び

つ
け

て
居

る
の

で
あ

る
」
。
即
ち
「
把

握

に
於

け

る
歴
史
的
方
向
と

.
抽
象
的
理

論
的
方
向
と
、
貴
賎

的
方
向

と
は
共
通
的
な
根
本
關
係
と

し

て
精

神
諸
科

學

に
行

き
渡

っ
て
み
る
」

と
述

べ
て
居

る
。

か
く
て
デ

ィ
ル
タ
イ

に
於

て
は
此
三
方
向

が
基
礎
付
け
ら

れ
ね
ば

な
ら

頃
の
で
あ
る
。

即

ち
デ
ィ
川
タ

イ
は

精

肺
科
學

の
哲

學

の
課
題

を
、
彼

が
知
識

の
理

論
の
課
題

を
初

め
て
其
普
遍
性

に
於

て
把

握

し

た
と
考

へ
た

る
カ

ン
ト
よ
b
登

し
て
明
確

に
し
て
み

る
の
で
あ

る
が

、
而
も

か
く
精
神

科
學

の
事

實

を
重

ん

ず

る

デ

ィ
ル
タ
イ
は
伺

じ
く
カ

ン
ト
よ
り
登
せ
し
新
カ

ン
ト
派

の
人

々
の
如
き

一
面
観

に
陥

ら
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
即
ち

カ

ン
ト
は
知
識

の
理
論

の

一
般

的
課
題

を
「
如
何

に
し

て
先
験

的
綜
合

判
断

は
可
能

な
b
や
」
(芝

δ

勃凶一三

超
三
訂
二
・・∩
冨

d
田
鼠
一
碧
ま

二

目
ぴ
讐

6
一見
)

と
し

て

把
握

し
た
。
而

し

て
カ

ン
ト
は
数
學

並

に
自
然

科
學

に
就

て

1)1-S.26-7.



此
可
能
性

を
研

究

し
以

て
こ
れ
等

の
學

の
基
礎

を
置

い
た

の
で
あ

る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は

精

肺
科
學

に
於

て
も

「
斯

く
の
如

き
対
象

的
且
客
観

的
認
識

の
可
能
性

の
研
究

が
精
沸
諸

科
學

の
基

礎

を
成

す

の
で
あ

る
」

と
考

へ
た
。
然

る
に

「
個

々
の
精

肺
科
學

は
、
饒

に
述

べ
た
る
が
如

く
、
事
實

に
關

す

る
知
識

(
こ
れ
を
経
済
學
に
就
て
云
へ
ば
繧
満
更
の
知
識
)
安
當

的
普
遍

的
眞

理

に
閲
す

る
知
識

(経
漕
學
に
て
は
経
済
原
論
の
知

識
)
と

、
償

値
、
目
的

、
規
範

に
關

す

る
知
識

(経
濟
學
に
て
は
経
済
政
策
論
文
は
賓
蹉
論
の
知
識
)
よ
り
成

る
U
の
で
あ

る
。

斯

一
、
て
「
精
神
科
學

の
基
礎
赫
は
知
識

の
総

て
の
部

類

に
關
係
し

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
」
「
先
づ
野
象

的
掘
握

の
域

に
於
、け
る
知
識

が
是

認
さ

れ
ね
ば
な

ら
な

い
」
「
然

し
ま
た
諸
償

値

の
知
識

が

か
か
る
基
礎
を
要

す
急

「
最
後

に

目
的
定

立
及
び
規
範
附
黙

の
域

に
饗

し
て
も

か
か

る
哲
學

的
基
礎

は
他

の
二

つ
の
域

に
於
け

る
と

同
様

に
必
要

で

あ

る
。」
斯

く
て

「
精
神
科

學
基

礎
付
」

の
課
題

は
次

の
三
の
課

題

に
な

る
こ
と
と

な
る
の
で
あ

る
。
實

在

の
知

識

(≦

一u。u。①
置
く
。
一戸
≦
圃.姦

。
三
、。
詳
。
一。)
は
可
能

な
り

や
。
慣
値

の
知
識

(≦
認
窪

く
9
一
芝
。
濠

己

は
可
能

な
り
や
。
目

的
並

に
規
範

の
知
識

(≦

凶。。・。。
・固
く
。
昌
N
≦
Φ
。
ぽ

=
.5
血

国
。
⑳
色
目
)
は
可
能
な

り
や
。

が
即

ち

こ
れ

で
あ

る
。

而

し

て

デ
ィ
ル
タ
イ
は
縛

て
知
識

の
理
論
が
實

在
認
識

の
域

に
偏
す
可

か
ら
ざ

る
こ
と
を
屡

々
注
意

し

て
居

る
。
帥
ち

「
論

理
學
而
し

て
更

に
進

ん

で
知
識

の
理
論

の
全
髄

は
實

在
認
識

に
圭

と
し

て
關

係
す
る

こ
と
か
ら
引

き
は
な

さ

れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
而

し

て
論
理
學

的
學
問

論
的
諸
命

題
は
そ

れ
が
等

し
く
實
在

認
識

、
償
値
規
定

、
目
的
定

立

規
範

附

與

に
關
係

す

る
様

に
形
成

さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と

述

べ
、
ま

た
プ
ラ
ト

鞠
並

に
カ

ン
』
に
就

き

そ
の
哲
學

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
響

學

第
三
+
三
巻

天

五

笙

一號

二
九

りVII.S.5(括 弧 内 は 筆 者 の 拝 入 せ し と こ ろ1な 圏り)
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ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
十
三
管

一
八
六

第

二
號

三
〇

的
思

索
が
實
在
認
識

の
域

に
止
ま

ら
す
総

の
知
識

の
種
類

に
及
ん

で
居
る
こ
と
を
賞
賛

し
て
居

る
。
同
様

の
注
意

は
経
濟
哲

學

に
就

て
も
な

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
経
濟
衝

撃

は
経
済
原

論
及
び
経
濟
史

に
於

け

る
存
在

の
知

識

を
基
礎
付

け

る
の
み

に
て
は
足

ら
な

い
の
で
あ

っ
て
、
更

に
正
し
き
哲
學

的
方
法

に
よ
り

て
慣
値

の
知
識
及

び

目

的
並

に
規

範

の
知
識

即
ち
経
済

政
策
叉

は
實
践

論

の
知
識

の
基

礎
付

を
求

め
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
。
か

く
て

所

與
的
な
経
済

學

の
絡

て
が
初

め

て
哲

學
的

に
基

礎
付
け
得
ら

る
こ
と
と
な

る
の
で
あ

る
,

か
く
の
如

く
精
神

科
學

の
事
實

を
重
ん
ず

る

デ
ィ
ル
タ
イ

の
精

神
科
學

の
哲
學

の
研
究

は

「
先
づ
精

脾

の
特

殊

諸

科
挙

の
概
観

か
ら
出

猶
し

て
居

る
、
何
と

な
れ
ば
精
神

の
諸

科
學

に
於

て
此
全
鵬

の
仕
事

の
贋
汎

な
材
料

」
」
動

機
が

存
す

る
が
故

で
あ

る
。
而

し
て
そ
れ
は
精
紳

の
諸

科
學
よ
り
後
方

へ
推
論

す
る
の
で
あ

る
。」
即

ち
彼

は

こ
の

こ
と
を
彼

の
精
神

科
學

の
哲

學

の
入
口
で
あ

る
と

こ
ろ

の
『
精

神
科

學
序
説
」
の

『
第

一
入
門
編

-
精
神

の
諸

科
學

の
聯
關

に
關

す

る
瞥

見
、
そ
れ

に
於

て

一
つ
の
基
礎
付

の
學

の
必
要
が
示

め
さ

る
』

に
於

て
駕

し
た

の
で
あ

る
。

三
、
其

根

本

的

立

場

精

神
科
學

の
哲

學
は

か
く
精
肺

科
學

の
事

實

よ
り
登

し
そ
れ

に
聯
關
付
と
根
糠
付
と
を
與

ふ
る
と

こ
ろ

の
基

礎

を
求
む

る

の
で
あ

る
が
、
思
惟

の
徹
底
と
し

て

の
哲
學

は

こ
れ
を
最
後

の
礎

質
な

る
鮎

に
ま

で
湖

っ
て
求

め
ね
ば

な

ら

蹟
、
か

く
て

デ

ィ
ル
タ
イ
は
彼

の
哲
學

の
最
後

の
基
礎
を
求
む

る
課
題

を
次

の
如

く

に
提
出

し

て
居

る
。
「
特

1)1.VorldeS・XIX・
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め

殊
諸

科
學

に
結
合

と
確
實

と
を
與

ふ
る
諸
命
題

の

一
聯

關

の
薦

め
の
確
乎

た

る
支
持
貼

は
何
庭

に
あ
b
や
L
。

ヂ

ィ

川
タ
イ
は

こ
の
衝

撃

の
根
本
的

立
場

に

つ
い
て

「
私

の
哲

學

の
根
本
思
想

は
今

日
ま

で
未
だ
嘗

て
全
膿
的

な
完

全
な
歪

め
ら

れ
な

い
経
鹸

が
哲

學

す

る
こ
と

の
基
礎

に
置

か
れ
な

か

っ
た
從

っ
て
未
だ
嘗

て
全
膿
的
な
完

全

な

る
事
實

が
哲

學

す
る
こ
と
の
基
礎

に
置

か
れ
な

か

っ
た
と
云

ふ
こ
と

で
あ

る
」
と
述

べ
て
居

る
が
、

こ
れ
を
積

梅

的

に
云
ひ
換

へ
る
な
ら
ば
彼

の
哲

學

の
根
本

思
想

は
全
髄
的
な
完
全

な
歪

め
ら

れ
な

い
経
験

的
事
實

を
哲
學

す

る
こ
と

の
根
抵

に
置

く
と

云
ふ

こ
と
で
あ

る
。

即

ち

こ
の
こ
と
は
彼

の
精
励

科
學

の
哲

學

に

一
貫

せ
る
態
度

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
先

づ
消
極

的

に
櫓
脚
科
學

の

形

而

上
學
的
基

礎

付

(α
凶①
ヨ
①
亙
)ξ

鴇

9
冒⑦
ρ

二
藍
『
σq
自
薦

二
巽

⇔
。
蓉
窪
三
。・騨2
㏄島
暮
2
一)

の
破
壊
と

な
り
て
現

は

れ

て
居

る
。
即
ち
今

日
ま

で
形

而
上
學
が
多

く

の
場
合
精
興

科
學

の
基
礎
と

な
り
乗

れ

る
が
故

に
精
興
科
學

の

正

し

い
基

礎
付

を
準
備

せ
ん
が

爲

に
は

先

づ
此
形

而
上
學

的
基

礎
付
を

打
破

し
な
け

れ
ば
な
ら

諏

こ
と
と
な

る

の
で
あ

る
。
彼

は

こ
れ
を
諸
精
帥
科

學
基
礎
付

の

消
極

的
部
分

(α
2

言
σq
豊

く
¢

目
色

O
巽

O
…

乙
ぎ
σq
'5
σq

二
韓

の
　

①
肖匿
Φ
5
睾

O
。
幹
①
u。鼠
。・。・。
9
冨
竃
こ

と
呼

び
『
精
神
科

學
序
説
」
の
第

二
編

を

こ
れ

に
當

て
て
居

る
。
而

し
て
形

而

上
學

な
る
も
の
は
コ
貫
在

の
内

面
的
普

遍
的
聯

關
」
を
認
識
す

る
も

の
で
あ

る
と
考

へ
ら
れ
て

る
た
限
り
講
料
學

を

自

己

の
下

に
從

へ
た

の
で
あ

る
が
、
形

而

上
學

が
斯

く
の
如
き
責

任

の
聯
關

を
認

識
し
得
ざ

る

こ
と
が
明
と
な
り
.

し
今
日

に
於

て
は
最
早

や
形
而
上
學
な

る
る
も

の
は
諸
科

學

の
基
礎

と
な
り
得
な

い
の
で
あ

る
。

即
ち

デ
ィ
ル
タ

デ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
郷
に
濟
哲
學

第

三
十
三
巻

一
八
七

第

二
號

=
=
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ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
十
三
巻

一
八
・八

第
二
號

三
二

イ

に
於

て
は
絡

て
概

念
な

る
も

の
は
事

實

よ
り
浮
び

上

っ
た
第

二
次
的

の
も

の
で
あ

る
が
故

に
、
概
念
ヌ

ぱ
概
念

の
膿
系

立

て
ら

れ
た
も

の
た

る
學

に
哲
學
的
基
礎

の
最
後

の
支
持

鮎

を
求
め

る
こ
と

は
許
さ

れ
な

い
の

で
あ

る
。

此

鮎

に
於

て
彼

は
近
代

の
生

の
哲

學

に
内
面

的

の
結

び
を
感

じ
た

の
で
あ

る
。
帥
ち

「
生

は
生
白
騰

よ
り
解
明

さ

る

べ
き
で
あ

る
」
と

云

ふ
「
偉
大

な

る
思
想
」
は

シ
ョ
ペ
ン

ハ
ウ

エ
ル
以
来
常

に
艦
系
的
諸
哲

學

に
劉
抗

し
な
が

ら
登
展

し
た
。
而

し

て
今
や

そ
れ
は
新
な

る
時

代

の
哲
學

的
興
味

の
中

心
黙
を
な

す
と
彼

は
云

ふ
て
居

る
。
自

己

の
哲
學

の
根

本
的
思
想

の
諸

論
文
を
集

め
た
る
全

集
第

五
器
皿

に
第

六
岩

に

】一三

無

謬
槻

ぎ

島
・
}、}』
0
6
})三
ぬ

二
①。。
ピ
①
σ
①
鵠

『
生

の
哲

學

へ
の
入
門
』
な

る
名
題

を
自

ら
附

し
た
る

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

彼
が
生

の
哲
學

の
根
本

思

想

な
り
と
す

る
と

こ
ろ

の
も

の
を
ま

た
自
ら

の
哲

學

の
根
本
思
想
と
し

て
居

る
の
で
あ

る
。
即
ち
彼

は

「
生

を
生

白

艦

よ
り
理
解

せ
ん
と
慾

す

る

こ
と
」

を
以
て
「
私

の
哲
學

的
思
惟

に
於

け

る
支
配
的

な
る
衝
動
」
で
あ

る
と

し
て

の

居

る
。

か
く
て
既

存

の
概

念
と
膿
系

よ
り
は
な
れ
生

の
革
質
自

鐙

に
即

し
て
橋
脚
科

學

の
基
礎

を
置

か
ん
と

せ
し
彼

は

精
沸

諸
科
學

を
其
樹
象

た
る
人
間
的
歴
史

的
肚
會

的
生

の
本
質

に
即
し

て
確
立

せ
し
め
ん
と

す

る
こ
と
と
な

る
の

で
あ

る
。
今

こ
の

こ
と
を
彼

の
語

を
以

て

「
精
神

諸
科
學
を
歴
史

的
肚
會

的
事
實

性

の
上

へ
基
礎
付

け

る
こ
と
」

り

(
「
≡
己
冨
『き

四

白
。
『
O
。
厨
叶o
・。
惹

・。
ω
①
話

6
『
暮

の
=

窪

「
旺
①

四
〇
匹
9

二
闘∩
守

㈹
窃
①
一『
。
ゴ
駄
二
園9

①
ロ

目
巴
ω
胃

7
一8
匡
(巴
叶)
で

あ

る

と

云

ふ

こ

と

が

出

来

る

で

あ

ら

う

。

デ

ィ

ル
タ

イ

は

此

要

求

を

『
精

紳

科

學

序

説

』
に
於

て

次

の

如

く

に

述

べ

て

ゐ

午

凡
▽
S

肌
凱
V
V

⇒

勾
の

勾

一).370_1

▽orheriebtdesTieraus_oヒhersS.V[1.
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る
。
即
ち
精

神
諸
科
學

の
聯

關

に

つ
い
て

「
其
筈

の
も

の
の
地
位

は
此
生

き

た
車
賃
歴
史

的
肚
會

的
實
在

の
偉
大

な

る
車

賃

(島
。
αq
『○
ω凱。
ゴ
固〔皿p
。
プ
。
.一。
『
σq
。
切回3
呼=
6
字
σ含
窪
①
=
。・6
】転
[=
巳
θ2
二

く
三
島
∩耳

鼻

)
及
び

そ
れ
が
記
述

的
叙

述

へ
の
關
係

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

る
の
で
あ

っ
て

一
つ
の
普
遍

的
な
科
學

へ
の
關
係

に
よ

っ
て
規
定

さ
れ

る
の
で

は
な

い
」

と

述

べ
て
居

る
。
ま
允
彼

は

「
各

の
特
殊
諸
科
學

は
歴
史

的
肚
會

的
實
在
よ
り
そ

の
部

分
内

容
を
取
出

す
技

巧

に
よ

っ
て
の
み
成
立

す

る
。
北

諸
科
學

の
組
織

、
其
分
離

に
於

け

る
各

の
健
全

な

る
成
長

は
そ

れ
故

に
各

眞

理

の
實

在
全
禮

へ
の
關
係

の
洞
察

に
結

ば

れ
て
居

る
」

と
述

べ
て
み
る

。
更

に
彼
は
精

神
諸
科

學

の
自
然

諸
科

學

よ
カ

の
魍
劃

を
も
亦
此
享
宴
性

に
求

め
ん

と
し
て
、

「
諸
精
神

科
學

の
統

一
的
登
髄

の
自
然
諸

科
學

か
ら

の
匿

劃
が

そ
れ

に
基

礎
付

け
ら

れ
て
居

る
事
實

の
総
膿
」
と

し
て
歴
史

的
肚
會

的
實
在

の
事

實
性
を
考
察
し

て
居

る
の

で
あ

る
、
而

し
て
此
「
精
神

科
學
序
説
』
に
於

て
提
出
さ

れ
て
み
る
要

求
鳳

二
〉
=
守
碧
..
に
至

っ
て
歴
史

的
肚
會
的

實

在

の
事

實
性

に
基

い
て
爲

し
と
げ
ら

れ
て
居

る
。

然

ら
ば
如

何

に
し
て
此
歴

史
的
肚
會

的
實
在

の
本
質

的
構
造

に
迫
ま
り
得

る
で
あ
ら

う
か
。
彼

は
此

を
歴
史
的

肚
會
的
實
在

に
封

ず

る
認
識
者

の
關
係

の
特

別
な

る
性
質

に
於

て
見

た
の
で
あ

翫
び

即

ち
彼

の
語

を
以

て
す
れ
ば

「
内

よ
り
自

分
を
禮
験

し
而

し

て
知

る
と

こ
ろ

の
我
自
身
が
肚
會
禮

の
成
素

で
あ

り

…
…

同
時

に
此
総

て
を
直
観

し
研
究
す

る
と

こ
ろ

の
知
性

で
あ

る
」
と
云

ふ
こ
と
で
あ

る
。
ま

た
認
識
圭
膿

た
る
我

は

「
そ
れ
か
ら
肚
會

、
歴

史

が
打
立

て
ら
れ

て
居

る
と

こ
ろ

の
要
素
」

で
あ

っ
て
、

「
我

の
内

に
於

て
内

的
知
畳

に
よ

っ
て
其
全
内
容

に
從

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
郷
嬬濟
哲
墨
・
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ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
+
三
巻

一
九
〇

第

二
號

三
四

っ
て
意

識
さ
れ

て
居

る
と

こ
ろ
の
も

の
と
我

の
外

に
あ

っ
て
此

全
膿
を
打
立

て
た
と
こ
ろ

の
も

の
と
は
同

じ
出

家

事

で
あ

る
。
」
と
考

へ
た

の
で
あ

る
。
即
ち
歴
史

的
肚
會
的
實

在
を
認
識

せ
ん
と
す

る
人
間
が
此
歴
史

的
肚
會

的
實

在

の
要
素

で
あ

り
、
此
實

在

に
於

け

る
出
薬
事

は
総

て
人
間

の
生

の
表

現

で
あ

る
。
而

も
人

聞
は
自

分

の
中

に
於

て
直

接

に
自
己

の
生

を
知
り
得

る
の
で
あ

る
。
故

に
入
間
が
自

分

の
中

に
人
間

的
生

の
本
質

的
構

造
を
知

る
な
ち

ぽ

、

こ
れ

に
基

い
て
人
間
は
歴
史
的
杜
會
的
實

在

の
本
.質
的
構

造
を
知
h
得

る
の

で
あ

る
、
と
彼
は
考

ハ、
九

の
で

あ

る
。
而

も
彼

は
我

に
謝
し

て
最

も
確
實
な
事
實

は
意
識

の
事
實

で
あ

る
と
考

へ
た
の
で
あ

る
。
か
く

て
彼

は
意

識

の
事
質
を
以

て
彼

の
哲

學

の
究

極

の
基

礎
と

す

る
と
こ
ろ

の
立
場

に
立

つ
こ
と

と
な

る
の

で
あ

る
。

此

立
場

に

つ
い
て
彼

は
次

の
如

く
に
述

べ
て
居

る
。
先

づ
既

に
述

べ
た

る
が
如

く
、

「
特
殊
諸
科
學

に
結

び
と

確
定

性

を
與

へ
る
と

こ
ろ

の
諸
命

題

の
飾
關

に
封

ず

る
確
乎

た
る
支
持
鮎

は
倒
産

に
あ

る
か
」
帥
ち
精
肺
諸

科
學

に
根
振

付
と
聯

關
付

を
與

へ
る
と

こ
ろ

の
精
碑

科

學
の
哲

學
的
基
礎

の
最
後

の
支
持
黙

は
何

慮

に
あ

る
か
を
尋

ね

た

る
彼

は
、
形

而

上
學
的
立
場
自
然
科

學
的
立
場
等

を
否
定

せ
し
後

、

「
專

ら
内

的
経
験

に
於

て
意
識

の
事

實

に

於

て
私
は
私

の
思
惟

に
撤

す

る
確
乎

た

る
依
り
所
を
見
出

し
た
」

と
し

て
居

る
の
で
あ

る
。
帥
ち

「
あ

る
が

ま
ま

の
事

實
性
を
我

々
は
只
内

的
経
験

に
於

て
與

へ
ら

れ
て
居

る
意

識

の
事
實

に
於

て
有
す

る
の
で
あ

る
。
」
而

し
て
此

立
場
が
究
極
的

の
も
の
で
あ

る
こ
と

に

つ
き
次

の
如

く

に
述

べ
て
居

る
。

「
我

々
の
意

識

の
諸
候
件

の
背
後

に
溯

る

こ
と

の
不

可
能

は
言

は
ば

目
な

く
し
て
見

ん
と

欲
す

る
こ
と

の
、
又

は
認
識

の
目
を
目
自
身

の
背
後

に
向

け

る

1)IVorredeS・XVII・ 任.



こ
と

の
不

可
能
を
洞
察

し

て
居

る
。
此

立
場

を
私
は
認

識
論
的
立
場

と
呼

ぶ
。
近
代

の
學
問

は
此

以
外

の
立
場
を

承
認

す

る
こ
と

は
出
來

な

い
の
で
あ

る
」
。

帥
ち
意
識

の
事
實

が
我

に
於

て
與

へ
ら

れ

て
居

る
究

極
的
事
實

で
あ

っ
て
我

は

こ
の
事
實

の
背
後

に
更

に
溯

る
こ
と

は
最

早
出
来

な

い
の
で
あ

る
。
か
く
て

「
生

は
哲

學

の
出
登
鮎
を

形

成

し
な

け

れ
ば
な
ら

ぬ
と

こ
ろ

の
基
礎
的
車
賃

(9

⊆
巳

舜

・・碧
冨
)
で
あ

る
。
そ
れ
は
内

よ

り

知
ら

る

る
と

こ

ろ

の
も

の

で
あ
b
そ

の
背
後

に
溯

る
こ
と

の
出
來
な

い
と

こ
ろ
の
も

の
で
あ

る
」
。

か
く
て
完
全

な

る
経
験

的
事

實

を
哲

墨
・す

る
こ
と
の
根
抵

に
置

か
ん
と

す
る

デ
ィ
川
タ
イ
は
こ

の
意

識

の
事

實
を
彼

の
哲

學

の
最
後

の
基

礎
と

し
た

の
で
あ

る
。

か
く
の
如

く
に
意

識

の
事
實

を
精
神
科

學

の
哲

學

の
最
後

の
根

抵

に
置

か
ん
と
す

る

デ

ィ
ル
タ
イ
は
、
常
盤

に

此
事
實

を
最

も
具
燈

的

に
把
握

せ
ん

こ
と

に
努

め
た
の

で
あ

る
、
か
く
て
彼

は
「
意
識

の
事
貿

の
聯
關
」
に

「
哲

學

の
全
禮

的
基
礎

」
(
二
院

σq
9
匿
。
男
F5
号
三
。
昇

餌
Φ
「
肖り運

o
・。ε
三
。
)
を
認

め

る
こ
と

に
於

て
は
「
ロ
ッ
ク

ヒ
、

ユ
ー

ム

カ

ン
ト
の
認

識
論
學
派

」
と

一
致
を
見
た

の
で
あ

る
が

、
然

し
此
等

の
人

々
が
哲
學
す

る
こ
と

の
根
抵

に
置

い
た

と
こ
ろ
の
人
間

は
未

だ
具
膿

的
な
人
間

で
は
な

か

っ
た
。
即
ち

「
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ
ー

ム
、
カ

ン
ト

の
構

成

し
た
認
識

主
観

の
血
管

の
中

に
は

具

の
血
液

で
は
な

く
、

盟
・な

る
思
惟

活
動
と

し
て

理
性

の
薄

め
ら

れ
た

血

が
流

れ

て
み

る
」
。
然

る

に
デ

ィ
ル
タ
イ
は
哲
學

す

る
こ
と

の
根
抵

に
異
質

の
具
膿

的
な
人

間
を
置

か
ん
と
し
た

の
で
あ

る
。
帥

ら
彼
は
曰

く

「
全
人

の
歴
史

並

に
心
理
的
研
究

は
私
を
導

い
て
、
其
諸

の
力

の
多
様
性

に
於

て
此
全

人
を
即
ち
此

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
墨
と
経
済
哲
學

第
三
十
三
巻

一
九
一

第
二
號

三
五
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ゲ

イ

ル
タ
イ
哲
墨
・と
繹
〃濟
哲
學

第

三
十
三
巻

一
九

二

{第
二
號

三
六

意

志

し
戚
惜

し
表
象

す

る
存
在

(象
窃

ノぎ
=
2
血
ヨ
三
雲
ユ
く
o
「・。辞亀

Ω
丘
。
≦

窪
窪
)
を
、
認
識
及
び
認
識

の
諸
概
念

(例

へ
ば

外
界
時
間
本
膿
原
因
)
の
基

礎

に
置

か
し

め
た
。
し
「
我

々
の
本
質

の
全
腱
性

か
ら
出
娶
す

る
登
展

的
説
明

の
み
が

、
網

て
我

々
が
哲

.學

に
向

け

る
諸

の
問
題

に
答

へ
得

る
の
で
あ

る
」
と
述

べ
て
居

る
。

か
く
て
彼

は
意
志

し
戚

惜

し
表
象

す

る
と

こ
ろ
の
我

の
具
艦
的

の
意
識

の
事
實

を
究
極

的
な
立
場
と

す

る
も

の
で
あ

っ
て
外
界

の
實

在

も
此
意
識

の
事
實

よ
b
出

て
て
初

め

て
確

立
し
居

る
の
で
あ

る
と
す

る
の
で
あ

る
。
即
ち
彼

は
曰
く

「
軍

に
表

象

す

る
も

の

に
と

っ
て
は
外
界

は
ロ
バ
に
現
象

た

る
に
止
ま

る
。

こ
れ

に
反
し

て
意

志

し
戚
惜

し
表
象

す

る
と

こ
ろ

の
我

の
全
膿

的
本
質

に
於

て
は
我
自

身
と
同
時

に
而

し
て
同

じ
確
實

さ
で
外
的
質
在
が
與

へ
ら

れ
て
る
る
。
・

斯

く

て
初

め
は
我

々
自
身

の
内
的
態

度

に
つ

い
て

の
み
敷

へ
る
標

に
見
え

た
経
験

の
領
域

は
憤
大

さ
れ

る
。
我

々

の
生
命
統

一
艦

と
同
時

に
外
界

は
我

々
に
與

へ
ら

れ
諸

の
生

命
統

一
膿

は
存
在

す

る
の
で
あ

る
。
」
ま
た

か
か

る
意

識

の
事
實

の
具

艦
性

に
於

て
彼

は
人

間
を
、
實
在

を
認
識

し

こ
れ
を
償
値
批

判
し
更

に
目
的

を
定
立
し
目
的
を
實

現

せ
ん
と
す

る
と

こ
ろ
の
實
践
的
構

造
と
し
て
把

握
し

て
居

る
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
を
基
礎

と
し

て
初

め
て
貴

賎

的
.な

る
彼

の
哲
學
が

打
立

て
ら

れ
ま
た
貴

賤
學

た

る
精
神

諸
科
學

が
確

立
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

彼

は
更

に
此
人

間
的
車
賃

を
其
歴
史
的
肚
會

的
本
質

に
於

て
把
握

せ
ん
と
し
、
此
鮎

に
於

て
所
謂
個
人
主
義

的

立
場

を
批

判
し
て
居

る
。
即
ち
此

立
場

は
「
歴
史

並

に
肚
會

に
先

立

つ
車
賃

と
し
て

の
人
間
」
を
假
定
し
杜
會

は
此

に
よ
り
、
構

成
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
と
考

へ
る
の

で
あ

る
が

、
か
か
る
人
間

は
眞
實

の
人
間

で
は
な

い
、
而

し

て

・) 1・S・31・



彼

は
曰
く

「
我
は
我

の
状
態
自
身

を
艦
験

す

る
、
我
は
肚
會

の
相
互

作
用

の
中

へ
、
杜
會

の
諸

種

の
謄
系
中

の
交

叉
鮎

と
し

て
織
り
込

ま
れ

て
居

る
、
我

は
そ
れ
以

上
究

明
さ
れ
得
な

い
自

己
自
身

の
深

さ

に
至

る
ま

で
歴

史
的
本

質

で

あ

る

」
(
目鼻

σ
言

・・
。

募

・
…舞

・旨

茸

。
・§

・・3

σ
窪

目
落

・・
芭

昏

。
・…

霧

・・叶

。
三

『
回・・
ε
・
蓬

歪

薯

・
。・
。
・
)
と

述

べ
て
み

る
、
か

く
て
我

々
は
所
謂
個
人
主
義
叉

は
心
理
主
義

に
於

て
縄
瞼

す

る
が
如

き
無

理
な
く
し
て

ゲ

イ
ル

タ
イ

の
人
間
研
究

よ
り
歴
史
的
肚
會

的
責

任

の
段

階

へ
順
當

に
進

む

こ
と
が
出

来

る
の
で
あ

る
。

デ

ィ
川
タ
イ
が

哲

學

の
根
抵

に
置

き
た

る
人
間
は

か
く
の
如

く
そ
れ
自
身

に
於

て
智
情
意

の
具
膿
性

に
於

け
る

人
間

で
あ

り
更

に
歴

史
的
批
會
的
實

在

の
作
用
聯
關

の
中

に
織

り
込
ま

れ
て
居

る
人
間

で
あ

る
の
み
な
ら
す
夏

に

ま

た
そ
れ

は
自
然

の

諸
制

約

の
下

に
立

っ
て
居

る

人
間

で
あ

る
。

即

ち

そ
れ
は
そ

れ
自
身

雰
署
『
。
も
ず
箆

8
冨

H
。
σ
。
塁
。
一呂
簿

「
心
的
物

的
生
命
統

…
膿
」
と
し

て
身

艦
的

の
制
約

の
下

に
立

つ
と

共

に
ま

た
諸
種

の

自
然

的
諸

候

件

の
制

約

の
下

に
立

っ
て
居

る
の
で
あ

る
。

か
く
デ

ィ
ル
タ
イ
が
彼

の
哲
學

の
根
抵
た

る
人
間
を
自
然

と

の
具

膿
的
結
び

に
於

て
把

握

せ
し

こ
と

は
経
濟
哲
學

に
と

っ
て
特

に
有
意
義

な

る
こ
と

で
あ

る
。

デ

ィ
川
タ
イ
は
、

精
紳
科
學

の
哲
學

の
最
後

の
根

柢
と
し

て
の
人
間
を

か
く
の
如

き
具
膿
的
性

に
於

て
把
握

す

る
こ
と

を
要

求

せ
し

の
み
な
ら

す
、

更

に
ま

た
そ

の

研
究

方

法

に
つ

い
て
、

こ
の
事
實

を

歪

め
ざ

る
こ
と

を
要

求

し
、
假

定

に
立

っ
て
説
明

し
構
成
す

る
方

法

(臼
①
自
己
警
。
巳
。
∈
'自
パ
9
巨
「⊆
匪

器

ζ
①
臣
。
牙
)
を
排
斥

し

て

生

の

事
實

に
於

て
與

へ
ら

れ
て

居

る
聯

關
を

記
述

し
分
析
す

る
方
法

(ユ
8

σ
窃
}
邑
げ
。巳

。
≡
・ユ

・
9
㈹
滞
鎚
己
Φ

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
濟
哲
學

第

三
+
三
巻

一
九
三

第
二
號

三
七



ゲ
イ
ル
・
イ
哲
學
と
繹
濟
哲
學

第
三
†
三
巻

一
九
四

第
二
號

三
八

旨
。
二
目。
ユ
。
)
を
取

る
べ
き

こ
と
を
主
張

し
鳥
。
彼

の

人
間
學

な

る
も

の
は

か
く
の
如

き

人
間

を
劃
象
と
し

か
く

の

如

き
方
法
を
以

て
研
究

し
た
る
も

の
で
あ

る
。
而
し

て
彼

は
此

人
間
學

を
最
後

の
基
礎
と

し
て
此
精
帥
科
學

の
哲

學

の
全
膿

系
を
打
立

て
ん
と
晩

年

に
至

る
ま

で
努
力

し
た

の
で
あ

る
。
私

は
以
下
彼

の
諸
著
作

に
亘
b
此
精
神
科

學

の
哲

學

の
全
膿

の
構
造
を
統

一
的

に
把
握
す

る
に
努

め
、
以

て
其
各
論

に
入

る
全
禮
的
地
盤

を
準
備

し
よ

う
.

四

、
其

構

造

人

間
璽
、。
先

づ

ヅ「}
の

デ

ィ
ル
タ

イ

の
入

間

學

に
於

て
は

、

心

的

物

的

生

命

統

一
膿

と

し

て
の
人

間

が

自

然

的

並

に
肚

會

的

、、、
リ

ュ
ー

と
實

践

的

に

交

渉

す

る
と

こ
ろ

の
、
帥

ち

先

づ

樹
象

的
實

在

を
把

握

し

、

こ

の
實

在

認

識

に

基

き

て
償

値
評

償

を

な

し

、
更

に
此

償

値

評

償

に
基

き

て
目

的

を

定

立

し

目

的

を
實

現

す

る
と

こ

ろ

の

ω
言

雪

下

『、.一・。"
ヨ
8
。
昌
一回雪
コ
びq

「
構

造
聯

關

」
が

明

に
き

た

。

こ

れ
ゲ

イ
ル
タ

イ
哲

學

全

膿

の
中

心
的
基

礎

概

念

を
成

す

と

こ
ろ

の

も

の

で
あ

る
。

次

で
此

構

造

聯

關

に
基

い
て

ぎ
詳
奄
ま

§

碧
≧
・。p
ヨ
ヨ
。
コ
冨

コ
σq

「
登

展

的

聯

關

」
が

明

に
さ

れ

、

更

に
か

く

し

て
明

に
さ

れ

し
普

遍

性

を
基

礎

と

し

て
個
性

化

の
原

理
が

明

に
さ

れ

て
居

る
の

で
あ

る
d

歴

史

的

肚
會

的

實

在

構

造

論

。
彼

の
精

瀞

科

學

の
哲

學

の
基

礎

に
は
其

最

後

の
基

礎

と

し

て

の
人

間

學

の

上

に

置
か
れ
て
あ
る
と
.、
ろ
の
歴
史
的
杜
會
的
實
在
の
篶

が
あ
・
.
羅

建

設
』
の
中
・
於
て
禦

歴
史
∴

祉
會
的
實

在

の
事

實
性

の
上

に
精
神

科

學
を
基
礎

付
け
ん
と
す

る
要
求

を
示

め

せ
る
こ
と
は
、
既

に
述

べ
た

る
と



こ
ろ

で
あ

る
が

、
彼

の
最
圓
然
期

の
作
た

る

二
》
=
3
9
⊆
、.
に
於

て
は

こ
れ
が
爲

さ

れ
て
居

る
。

而

し

て

輩

に
彼

の
哲

學
と

へ
ー

ゲ

〃
哲
學

と

の
結
が
戚
ぜ
ら

れ
る

の
で
あ

る
。
か

く
て
我

々
は

デ
ィ
川
タ
イ

の
精
神
科
學

の
哲
學

は
、

カ

ン
ト
的
課
題

よ
b
登
し

て

ヘ
ー
ゲ

ル
的
基
礎

に
至

っ
て
居

る
と

云

ふ
こ
と

が
出
家

る

の
で
あ

ろ
う
。
即
ち

此
衝

撃

の
基
礎

を
駕

す
人
間
學
と
此

に
基

く
歴
史

的
肚
會

的
生

の
構

造

論
と
は

ヘ
ー
ゲ

ル
の
『
精
興

の
哲

學
』
に
相

當
す

る
。
而

も
彼

は
「
ヘ
ー
ゲ

ル
は
形

而
上
學
的

に
構

成

し
我

身
は
所
與
的
な

る
も

の
を
分
析
す

る
」
と
云

へ
る
が

如

く
其
方
法

を
異

に
し

て
居

る
の
で
あ

る
。

帥
ち

デ
ィ
ル
タ
イ
は
人
間
學

に
於

て
明

に
さ
れ
た
る

人
間

の
本
質
的
構
造
と
其
概
念
を
以

て
歴
史
的
肚
會

萌
黄

在

の
本
質

的
構

造
を
分
析

し
て
居

る
の
で
あ

る
。
第

七
窓
第

二
部

に
於

け

る

望
。
O
の一・。梓お
¢
≦
-.
=

9
目し。
毛

一.岸
.一昌

㈹
ωN=
塁
ヨ
B
Ω
き
聲
㈹
『
作
用
聯

關
と
し

て
の
精

油
界
9
の
論

が
是

で
あ

っ
て
、
そ
れ
は

「
歴
史
的
並

に
肚
會
的
世
界

で
あ

る
と

こ
ち

の
精
興

界

を

一}≒
。
ヨ

≦
-窃
。
口
話
〇一戸
其
本
質

に
從

っ
て
詳
細

に
規
定
す

る
こ
と
」
を
課
題
と
し
て

居

る
の
で
あ

る
。
而

し
て
先

づ
彼

は

『
精
油
界

の
作
用
聯
關

の

一
般
的
特
性
』

を

明

に
し
た
。
即
ち
歴
史
的
肚
會

的
責

任

の
特
性

を
自
然

の
因
果
聯
關

図
嚢
・。巴
N岳
9
旨
旨
。
コ
訂
轟

α
。
呪
乞
9
コ
旨

よ
り
匠
捌

し
人
間

の
作
用
聯
關
と
し

て
把

握

し
、
其
最

も

一
般

的
な

る
構

造
を
「
精
神
的
作
用
聯
關

の
内

在
的
目
的
的
性
」
と

し
て
即
ち

「
人
間

の
心
的

生
命

の
構
造
聯
關

に
從

っ
て
」
其
作

用
聯
關

の
中

に
於

て
實
在
認
識

に
基

き
償
値

を
生
産

し
目
的
を
實
在
す

る
こ

と

で
あ

る
と
し

て
把
握

し
た
。
か

く
歴
史
的
肚
會

的
責

任
が
人
間
と
共

に
其
貴
賎

的
本
質

に
於

て
把
握

さ
れ
て
居

ヂ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
+
三
巻

一
九
五

第

二
號

三
九

1)V.S.139.ff.

1)VIIS.152・

2)Ebgnde・S・153・



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第
三
十
三
巻

一
九
六

第
二
號
　

四
〇

る

こ
と

は
、
貴
賎

學
と

し

て
の
経
済
學

の
哲

學
的
基
礎

と
し
て
重

要
な
意
義

を
有
す

る
の
で
あ

勧
。
更

に
進

ん
で

「
分
析
的
仕

方

に
よ
り
」
諸

の
歴
史

的
肚
會

的
實
在

の
中

に
於

け

る
「
諸

の
作
用
聯
關

を
分
離
」
す

る
こ
と

に
よ

っ
て

其
各

の
本
質

的
構
造
を
明

に
し
で
居

る
。
先

づ
最

も

軍

純
な

る
作
用
聯
關

で
あ

る
と

こ
ろ

の

文

化
膿
系

国
会

F話

団
、梓の
8

一
般

の
構
造
を
分

析
し
て
居

る
。
デ
ィ
ル
タ
イ

は
纒
濟
生
活

竃
凶器

6訂

置

9
窪

を
以

て
法
律
、
藝

術
、

照

哲
學
、
科
塁

霰

、
警

等
と
等
し
美

化
讐

で
あ
"。
と
す
・
叢

に
、
舞

生
活
の
文
化
繋

と
し
て
の
本

膠

質
鑑

に
明
と
さ
れ
得
・
の
で

の
・
。
次
に
外
的
購

〉
　

…

。
餐

嚢

・
・
殊

に
婁

化
繋

が
國
緩

力

働

の
下
に
繋

れ
て
居
る
刃
三

・
の
『
政
治
的
組

織
導

居
・
圃
曇

る
・
の
の
聾

を
分
析
・
て
居
る
。
経

繭

濟
生
活
も
具
欝

に
は
か
か
・
構
造
の
中
長

て
あ
・
の
で
あ
・
。
最
後
昆

籍

国
民
を
そ
の
中

に
含
む
と
・

騨

・
の
世
界
賢

の
聯
關
・
し
て
の

N
・
　

;

α
量

・三

時
袋

時
期
』
の
問
題
に
進
み
、
「
藩

造
聯
關
を

灘

分

析
的

に
規
定

し
」

て
居

る
。

動濟

以
下
述
べ
ん
と
す
る
精
油
科
學
の
哲
學
の
諸
問
題
は
斯
く
し
て
明
に
さ
れ
た
る
人
間
の
及
び
歴
史
的
祀
會
的
實

罹

在
の
本
質
鴇

造
基

礎
と
し
て
明
に
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
・
か
く
て
警

「
歴
史
的
祀
會
を
禽

と
し

弾紳

巧轡

て
、
此

全
膿
を
作
用
聯

關
哲

と
し

て
、
此

作
用
聯
關

を
慣
値
附
與

、
目
的
定

立
、
約

言
す
れ
ば
創

造
す

る
も

の
と

し

て
、
然

る
彼
此
全
髄

の
此
自
身

よ
b

の
理
解

、
最

後

に
償
値
及

び
目
的
を
時
代

及
時
期

へ
即

ち
全
般
史

へ
中

心

荊
W

ノ

の
の

す

る
こ
と
、
一

こ
れ
が
そ

の
下

に
於

て
精
沸
諸
科
學

の
求
め
ら

る
る
聯

關
が
考
察

さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
観
鮎

で
あ

極
」



と

述

べ
て
居

る
。

精

帥
科
學

の
匝
劃

。

デ
ィ
ル
タ
イ

は
、
精
韓

科
學

の
自
然

科
學

よ
り

の
歴
劃
限
界
を
も

、
結
局

に
於

て
以
上

の

實

在
論
的
基

礎

の
上

に
基

け
た

の
で
あ

る
。
即
ち
人
間
的
歴
史

的
肚
會

的
實

在

に
於

て
は
、
其
最

も

一
般
的
本
質

た

る
實
践
性

又

は
創
造
性

に
基

い
て
、
「
官
畳

に
近

き
得
な

い
只
だ
髄
験

し
得

ら

る
る
の
み
」
の
生

い
o
σ
2
り
が
官

畳

界

に
表

現

〉
岳
時
=
穿

せ
ら

れ
、
而

し

て
此

外
的
な

る
表
現

よ
り
内

的
な

る
生
が

理
解

く
。
韓

魯
窪

せ
ら

れ

る

の
で
あ

る
。

デ
ィ
ル
タ

イ
は

此

黙

に
基

い
て
精
神

科
學

の
本
質

を
規
定

し

「
そ
れ
の
劉
象

が
生
と
表

現
と
理
解

と

の
聯

關

N
臣
鴛
回ヨ
窪
冨
轟

'、。
鐸
H
借
Φ
9

}
藷
毎
門◎
ハ
ピ蕗
ユ

副冷
鴨・。叶島

窪

に
基

け

る
態
度

に
よ

っ
て
、
我

々
に
近

く
時

に
の
み
、

一
つ
の
科
學

は
精
綿

科
學

に
属

す

る
」
と
述

べ
て
居

る
。
経
濟

學
も
亦

た
か

く
の
如

き
本
質

に
於

て
精
神
科

學

に
属
す

る
と

こ
ろ

の
も

の
な

の
で
あ
・る
。

こ

の
「
生
」
と
「
表

現
」
と
「
理
解
」
と

の
聯

關

は

デ
ィ
ル
タ
イ

の
精

神
科
學

の
學
問
論

の
中
心
概

念
を
駕

す
も

の

で

あ

る
こ
と
は
、
以
下

述

べ
ん
す

る
と

こ
ろ
の
精
神

科
學

の
論
理
學
及
認
識
論

に
放

て
明

に
さ
れ
る
で
あ

ろ
う

。

既

に
述

べ
た

る
が
如

く
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の

精

神
科
學
基

礎
付

の
課
題
は
三

つ
に
分

た
る
る
の
で
あ

る
が
、
弦

に

は
先

づ
其
第

一
の
も

の
、
即

ち
劉
象

把
握

叉

は
存
在
認
識

の
理
論

的
並

に
認
識

論
的

の
問
題

に

つ
い
て
述

べ
よ
う

彼

は

こ
れ
を
全
集
第
七

窓

に
於

て
取
扱

っ
て
居

る
。

め

彼

は

対
象

把
握

の
課

題

を

次

の
如

く

に
展

開

し

て
居

る
。
即

ち

こ

こ

に
三

つ
の
課

題

が

解

か

れ
ね

ば

な
ら

な

い

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
繹
濟
哲
學

第
三
十
三
巻

一
九
七

第
二
號

四

一
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ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學

と
経
済
哲
學
.

第
三
十
三
巻

一
九
八

第

二
號

四
二

第

一
の
課
題

は
精
神

科
學

に
於

て
歴
史
的
肚
會

的
實
在

の
實

在
認
識
が
成
立

つ
コ

般
的
な

論
理
的
構

造
」
を
明

に

す

る
こ
と

で
あ

り

、
第

二
の
課
題

は
此

一
般
的

な
論
理
的
聯

關

が
個

々
の
域

を
通

じ
て
實

現

せ
ら

れ
て
行

く
と

こ

ろ
の
諸
業
績

訂

韓
簑
σq
。
=

を
全
膿

の
聯
關

よ
り
分
離

し

て
其

各
を
明

に
す

る
こ
と

で
あ
り

、

こ
こ
に
諸

の

精
肺

科
學

の
方
法
論

臼
。
寓
①
二
δ
号
三
①
寓
①
二
①
「
O
①
剛。。8
の三
・。・。①
コ
。。鼻
聾
・
一山
が
明

に
さ
れ

る
こ
と
と
な

る
。
第
三

の
課
題

は
讃
詞
慣

値

の
問

題

で
あ

っ
て
、
即
ち
一
最
後

に
此
精

桝
諸
利

學

の
此
等
諸

業
績

の
認
識
償
値
が
何

で
あ

る
か
、
而

し

て
如
.何
な

る
範

園

に
於

て
此

諸
業
績

の
協

働

に
よ
り
客

観
的

写
る
精

神
科
學

的
僧
値
が
可
能
と

な

る
か
が
問
.題

と
な

る
」
。
然

ろ

に
こ
の
後

の
二
つ
の
問
題

の
間

に
は
密

接

な

る
内
的
聯
關

が
成

立

つ
。
[,こ
れ
諸
業
績

の
分
離

は

其

認
識
償
値

の
吟
味

を
可
能

な
ら
し
む

る
」
か
ら

で
あ

る
。
斯

ぐ
て
第

一
の
問
題

は
第

七
巻

の
第

二
部

に
於

て
取
扱

は
れ
而

し
て
第

二
と
第
三

の
問

題

は
相
結
ば

っ
て
「
歴
史
的

理
性

の
批

判
』
(寄

三
芹

腎
二

目互
。
話
9
窪

<
。
コ
三
口色

と

し

て
第

三
部

に
於

て
取
扱

は
れ
た

の
で
あ

る
。
即
ち
前
者

は
論
理
學
的
部
分

で
あ
り

、
後

者

は
認
識

論
的
部
分

で
あ

る
と
云

ふ
こ
と

が
出
来

る
で
あ
ら
う
。
今

暁
論

理
的
部

分

よ
り
始

め
て
考
察

し
よ
う
。

論
理
的
基
礎
。
彼

は
饒

に
第

七
愚
第

一
部

に
於

て
対
象
把

握
叉
は
實
在

認
識

の
心
理
的
構

造
を
明

に
し

て
居

る

の
で
あ

る
が
、
弦

に
は
こ
れ

に
基

い
て
其

論
理
的
構

造
を
明

に
し
て
居

る
。
而
し
て
先
づ

二
ご
霧

Ω
①
㈹
Ω
韓
ぎ
(=
一∩
冨

〉
=
設
ω紹
昌
.、
『
対
象
把

握
」
に
於

て
『
対
象

把
握

一
般

の

構
造

論
』
を
取
扱

び
、

次

に
人
間
的
肚
會

的
實

在

の

本
質

的
構
造

に
即

し

て
精
肺

科
學

に
於

け
る
対
象
把
握

の
構

造
を
明

に
し
た
。
而

し
て
『
生
と
精
神

科
學
』
に
於

て
は
、

㌦菰

即
髄響



生

よ
り
精
神

科
學

の
成
立

す

る
構

造
を
明

に
し
て
居

る
。

こ
れ

に
基

い
て
我

々
は
経
済

的
生

よ
り
経
済
學

の
成
立

す

る
構
造

を
も
明

に
し
得

る
。
次

に

「
そ
れ

に
於

て
精

神

界
が
與

へ
ら
れ

る
態
度

の
仕
方
]

に
於

て
は
理
論
的
研

究

産

史
的
研
究

と
の
絶

へ
ざ

る
相
互
聯
關

・
よ
り
實

在
認
識
が

と
げ

ら

る
る
構
造
を

明

に
し
た

・
こ
れ

暴

い

て
我

々
縫

濟
學

に
於

け

る
理
論
舞

學
と

経
濟
史

と

の
關
係
を

も
明

に
し
得

る
の

で
あ

る
・
次

に

『
精
神

の
客

観
化
』

に
於

て
は
精
神

科
學

に
於

て
取
扱

は

る
る
表

現

の

一
般
的
性
質

が
明

に
さ
れ

て
居

一5
。
以
上

に
於

て
精
神

諸
科
學

が
如

何

に
し

て
生

よ
り
成
立
ち
、
如

何
な

る
仕

方

に
よ

り
、
如
何
な

る
表
現
を
取
扱

ひ
以

て
實
在
認
識

を

成
立

た
し
な

⇔
か
の
論
理
的
構

造

疲

が
明

に
さ

れ
た

の
で
あ

る
。

か
-
て
比

論
接

在
羅

成

立

の
難

よ
ト

ノ

「
生
」
と
「
理
解

」
と
「
表
現
」
と
を

考
察

し
た

も
の

で
あ

る
と
云

ふ
こ
と

が
出
来

る
・

認
識

論
。
荘

に
於

て
は
以

上
明

に
き

れ
し
人
間
學

、
歴
史
的
肚
會

的
實
在

論
並

に
理
論

的
基
礎

に
基

い
て
人
間

的
歴
史
的
肚
會
的
實
在

の
各

の
域

に
於

て
「
生
」
と
「
表
現
」
と
「
理
解
」
と

の
本
質

が
明

に
さ
れ
以

て
實
在
認
識

の
認

識
償

値
が
考
察

さ
れ

る
、
從

っ
て
最

も
具
禮

的
な

る
論
が
見

ら
れ

る
の
で
あ

る
。
北
部

は
更

に
二
部

に
分

た
れ
、

前

段

に
於

て
は
個
人

と
し
て

の
人
間

に
つ
き
「
生

の
諸
範
疇
」
が
展
開

さ
れ

、
生

の

「
表
現
」

の
性
質
が
明

に
さ
れ

生

の
「
理
解
」
の
性
質

が
詳

論
さ
れ

て
居

る
。
此

を
基
礎
と

し

て
後
段

に
於

て
歴
史
的
肚
會
的
實

在

に
於
け

る
諸

の

域
に
つ
き
真
星

」と
裏

現
」と
「
理
解
」
と
が
考
察
さ
れ
る
。
即
ち
蛮

的
答

的
實
在
の
本
質
的
構
造
に
警

て

順

次

に
諸

文
化
髄
系

、
国
民

、
世
界
史

に

つ
き
此
問
題
が
考
察

さ
れ

て
居

る
。
而
し

て
文
化
髄
系

の
論

に
於

て
は

ゲ
イ
ル
。
イ
哲
學
と
経
響

學

第

三
+
三
巻

一
九
九

第

二
號

四
三
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ゲ
イ

ル
タ
イ
哲
學
と
経
済
哲
學

第

三
+
三
巻

二
〇
〇

第
二
號

四
四

先
づ
諸
文
化
膿
系
に
關
す
る
全
般
論
が
な
さ
れ
、
次
に
諸
文
化
膿
系
の
各
論
に
進
ん
で
居
る
の
で
あ
る
が
、
其
第

わ

一
に
於

い
て
は

∪
霧

≦

三
・・。冨
{二
尉∩
言

い
。
『
9

「
経
済

的
生
活
」
な

る

項

目
が
掲
げ

ら
れ

て
居

る
。
即
ち
姦

に
経

済

的
文
化
膿
系

に

つ
い
て
の
論
が
爲

さ

る
べ
き
筈

で
あ

っ
た
の
で
あ

る
が
、
彼

は
遽

に
此
事
を
果

し
得
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
然

し
な
が

ら
彼

の
精
神

科
學

の
哲

學
全
膿

の
構

造
と
比

論

の
前
後

の
聯
關
よ
り
其
内

容
と

な
る

べ
か

り

し
も

の
を
推
察

す

る
こ
と
は
出
来

る
で
あ
ら
う
。
帥
ち

そ

こ
に
は
先
づ
人
間
學

的
立
場

に
立

っ
て
、
縄
濟

的
文

化
域

を
そ

の
表
現
と
す

る
と

二
ろ
の
生

の
構
造

が
、
其

環
境
と
賃
蹟

的
態
度
的

に
交
渉

す
る
心
的
物

的
生
命
統

一

艦
と

し

て
の
人
間

に
於

て
明

に
さ
れ
、
此

に
基

い
て
経
濟
償

値
な

る
も

の
が
明

に
さ
れ
ね
ば

な
ら

鴎
で
あ
、ら
う
。

次

に
歴
史
的
杜
會
的
實
在

論

の
立
場

に
立

っ
て
、
此
生

の
表
現
と
し

て
の
経
濟
的
文
化
髄
系

な

る
も

の
の
本
質
的

構

造
が
明

に
さ
れ
ね
ば

な
ら

蹟
で
あ
ら
う

。
か
く
経
濟

的
實

在

の
本
質

が
明

に
さ
れ
し
彼
此
實
在

を
理
解
す

る
方

法
論
並

に
其
認
識
慣
値

の
問

題
が
明

に
さ
れ
ね
ば
な

ら

ぬ
で
あ
ら
う
。
然

し
経
済

生
活

の
哲
學
的
考

察

は
経
済
的

文
化

膿
系

の
論

に
終

る
こ
と
は
出
来

な

い
。
而
し

て
デ
ィ
ル
タ
イ

の
諸

文
化

膿
系

の
全
般
論

の
計
書

よ
b
見

る
も
、

地

種

文

化

鴨

系
と

の
聯

關

に
於

け

る
其
構
造
及
び
認
識

の
問
題

が
弦

に
明

に
さ
れ
得

る
で
あ
ら

う
。
更

に
文
化

艦
系

の
論

の
次

に
来

る

『
國

民
』

の
論

に
於

て
も
國
民
社
會

に
於

け

る
経
済
的
生
活

の
構
造
並

に
認
識

の
問

題
が

明

に
さ
れ
得

る
で
あ
ら

う
。
ま
た

『
人
類
及
世
界
史
』

の
論

に
於

て
は

、

デ
ィ
ル
タ
イ
は

閑
。
く
。
;

剛9
μ
革
命

な

る
も

の
の
本
質

的
構
造
を
明

に
し
て
居

る
の
で
あ

る
が
、
こ

こ

に
於

て
も
革
命

の
本
質
構
造

に
於

げ
る
経
済

的
生

1)VII.S.265



活

の
地
位

も
明

に
さ
れ
得

る
で
あ
ら
う
。

か
く
考

へ
来

る
時
我

々
は

こ
こ
に
経
済
哲
學

の
多
く

の
問
題
を
見

る
の

で
あ

る
。
而
し

て
こ
れ
等

の
論
は
以
上
述

べ
來
b
し

デ
ィ
ル
タ
イ

の
精
瀞
科
學

の
哲

學

的
考
察
全
膿

を
前
提

と
し

て
初

め
て
確
立
し
得

る
こ
と
は
明

で
あ
ら
う
。

か
く
て
我

々
は
経

済
哲

學
な

る
も

の
が
か
く

の
如

き
精

肺
科
學

の

哲
學
を

は
な
れ

て
あ
り
得

な

い
こ
と
を
明

に
し
得

る
の

で
あ

る
。
而

し
て
寧

ろ
経
濟
哲

學
な

る
も

の
は
か
く
の
如

き
精
油

科

學

の
哲

學

に
於

て
経
濟
生
活

を
中

心
と
し

た
も

の
で
あ

る
と
云

ふ
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ら
う
。

以
上

に
於

て
は
存
在

の
知
識
即
ち
歴
史
的

認
識

の
知
識
と

理
論

的
認
識

の
知
識
と

の
論
理
的
並

に
認
識
論
的
基

礎

が
置
か

れ
た
の

で
め

る
。
而

し
て

デ
ィ
川
タ
イ
「
の
精

油
科
學

の
基

礎
村
」
は
躍

に
實
在

の
知
識

の
問
題

の
み
な

ら
す
し

て
更

に
償
値
並

に
目
的

の
知
識
即
ち
實
践

的
知
識

の
問
題

を
課
題
と

し

て
居

る
の

で
あ
り
且

デ
ィ
川
タ
イ

は

こ
の
こ
と

の
必
要
な

る
こ
と
を
特

に
注
意

し
て
居

る
の
で
あ

る
。

か
く
て
次

に
債
値

の
知
識
並

に
目
的

の
知
識

が

論
理
的
並

に
認
識
論
的

に
基
礎
付

け
ら

れ
ね
ば
な
ら

蹟
の
で
あ

る
。
而
し

て
生

の
構

造
聯

關

に
於

て
實
在
認
識

の
上

に
僧

位
評
慣

、
目

的
定
立
が
立

て
ら

れ
て
居

る
が
如

く
、
以
上

の
存
在

の
知
識

の
理
論
の
上

に
償
値
並

に
目

的

の
知
識

の
理
論

は
打

立

て
得

る
の
で
あ

る
。

デ
ィ
川
タ
イ
は

實

在

の
知
識

に
關

し

て
は
其

論
理
的
並

に
認
識

論
的
基
礎

を
以
上
述

べ
來

b
し
が
如

く
統

一
的

に
而
遇
詳
細

に
展
開

し
た

の
で
あ

る
が
慣
値

の
知
識
及

び
目
的

の
知
識

に
就

て
は
か
く

の
如

く
纏

ま
れ

る
論
を
展

開

し
て
居

な

い
の
で
あ

る
。
而
も
我

々
は

、
既

に
存
在

の
知
識

の
理
論

に
於

て
此
知
識

の
理
論

の
立

つ
べ
き

直
接

ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
墨
と
経
濟
哲
學

第
三
十
三
巻

二
〇
一

第
二
號

四
五



ゲ

イ
ル
タ
イ
哲
墨
・と
経
濟

哲
學

第

三
十

三
巻

二
〇

二

第

二
號

四
六

の
基

礎

を
輿

へ
ら

れ
ま

た
知
識

の
理

論
の

一
般

的
構

造
を
示
め
さ

れ
て
居

る
の
み
な
ら
す
、
夏

に
慣
値
並

に
目
的

の
知
識

の
理
論

の
骨
子

と
な

る

べ
き
と

こ
ろ

の
も

の
を

デ

ィ
ル
タ
イ

に
於

て
與

へ
ら

れ
て
居

る
こ
と
を
見

る
の
で

あ

る
。

先
づ
此
等

の
知
識

の
理
論
も
存
在

の
知
識

の
理
論

に
於

け
る
と

同
様

に
其

最
後

の
基
礎
た

る
實

在
論
的
基

礎
と

し

て
人

間
學

と
歴
史
的
肚
會
的
實
在

の
本
質

論
と
を
要

す
る
の
で
あ

る
が
、
既

に
述

べ
し
が
如

く
、

デ
ィ
ル
タ
イ

は
其
人

間

學

に
於

て
人
間

を
軍

に
理
性

的

の
も

の
と
し

て
で
は
な

く
戚

惜
し

、
意

思

し
、
表
象
す

る
と

こ
ろ
の
實

践

的
本
質

に
於

て
把
握

し
、
ま
た
其
歴
史
的
肚
會

的
實

在

の
本
質

論

に
於

て
は
此
實

在
を
同
様

な

る
貴
賎

的
本

質

に
於

て
把
握

し
て
居

る
の
で
あ

る
。
か
く
て
ゲ
イ

ル
タ
イ
の
貴
注

論
は
其
上

に
當
然

に
償
値
並

に
目
的

の
實
践

的

知

識
が
基
礎

付

け
ら

る
べ
く
置

か

れ
て
あ

る
の

で
あ

る
。

次

に
其
論

理
學

的
考
察

に
就

て
見
よ
う
。
既

に
述

べ
た

る
が
如

く
、

デ

ィ
ル
タ
イ
は
謝
象

把
握

の
論
理
的
構

造

を
第
七
懇

第

一
部

に
於

て
豫

め
明

に
さ
れ

て
居
た

る
謝
象
把
握

の
心
理
的
構

造
を
基
礎
と
し

こ
れ
よ
り
明

に
し

た

の
で
あ

る
が

、
同

じ
く
第
七
巻
第

一
部

に
於

て
は
既

に
債
値

の
知
識

を
成

立

た
し
む

る
と

こ
ろ

の
心
理
的
構
造

が

感
情

す

る
こ
と

(ユ
器

団
魯
言
口
)
の
構

造

に
於

て
、

又

目
的
並

に
規
範

の
知
識

を
成
立

せ
し
む

る
と

こ
ろ
の
心

理

的
構

造
が
意

思
す

る

こ
と

(二
p
。。
≦

o
=
9

V
の
構
造

に
於

て
述

べ
ら
れ
て
居

る
の
で
あ

る
。

故

に
我

々
は
此

に
基

い
て
此
等

の
知
識

の
成

立
す
る
理
論
的
構
造
を
明

に
し
得

る
の
で
あ
る
。

ぽ敏鳶臨り
勾



次

に
償
値

の
知

識
、
目
的
並

に
規
範

の
知

識

の
認
識

論
の
骨
子
を

も

デ

ィ
ル
タ
イ

は
示

め
し
て
居

る
の
で
あ

る

即
ち
彼

は
第
六
巻

の
初

め
殊

に
『
普
遍
安
富

的
教
育

學

の
可
能

に
就

て
』
な

る
論
文

に
於

て
、
人
間

を
対
象

と
す
る

實
践
學

で
あ

る
と

こ
ろ
の
敢
育

學

の
内

容
を
な
す
債

値
、
目
的
、
規
範

の
知
識

に
就

て
其
妥
當
性

の
根
蝶
と
限
界

と
を
人
間

の
心
的
構

造
を
基
礎
と

し
て
明

に
し
、
且

「
鼓

に
敏
盲

撃

に
就

て
示
め

さ
れ
た

る
こ
と

は
、
生
を
指
導

す

べ
き
他

の
精

神
諸
科
學

に
謝
し

て
も
同
様

に
要
當

す

る
」

と
述

べ
て
居

る
。

而
し
て
此
生

を
指
導
す

べ
き
他

の

精

神
科

學
と
は
経
済

政
策
等
歴
史
的

耐
會
的
實
在

の
貴
賎
學

を
意
味

す

る
の
で
あ

る
。

か

く
て
我

々
ば

凶プ
ィ
川
タ
イ
に
よ

っ
て
與

へ
ら
れ
た

る
此
等

の
骨

子
.
こ
彼

に
よ

っ
て
示
め
さ

れ
た

る
知
識

の
理

ぎ

き

ロ

イ
　
い

　

　ゐ
ド
　

話
¢

一
般

猷
構
造

に
よ

っ
て

デ
ィ
ル
タ
イ
の
人

間
學
及
び
歴
史
的
肚
會

的
實
在

論

の
上

に
債

値
、
目
的
並

に
規
範

の
知
識

の
論
理
學
並

に
認

識

論
を
打

立

て
以

て

デ

ィ
ル
タ
イ

の
精
帥

科
學

の
哲

學

の
三
課
題

を
流

す

こ
と
が
出
來

る
の
で
あ

る
。

以
上

に
於

て
精
神
科
學

の
哲

學
的
基
礎

が
置

か
れ
た

の
で
あ

っ
て

こ
れ

デ
ィ
ル
タ
イ
が
『精

神

科
學

の
基

礎
付
」

O
『ロ
一"島
。
σq
⊆
義

臣
。
.
Ω
①
回ψ門。・,三
。。ω①
9
冨

常
⊇

と
呼

ぶ
と

こ
ろ

の
も

の
で
あ

る
。
而

し

て
既

に
述

べ
し
が
如

く
こ
の

哲

學
的
基
礎

に
基

い
て
精
神

諸

科
學

が
根
擦

づ
け
聯
關

づ

け
る
な
ら
ば

、
こ
れ
が
精
肺

科
學

の

エ
ン
チ
ク

ロ
ペ
デ

イ

で
あ
り
『
精
瀞
科

學

の
哲

學

の
第

二
部
』
を
な
す
の

で
あ

る
。

即
ち
歴

史
的

肚
會

的
實

在

の
具
膿

的
全
聯
關

は
最

も
普
遍

的
な
問
題

と
し

て
我

々
に
迫

ま

る
と

こ
ろ
の
も
の
で

デ
。
ル
。
イ
哲
學
と
経
響

學

第
三
+
三
巻

二
〇
三

第

一號

四
七



ゲ
イ
ル
タ
イ
哲
學
と
経
濟
哲
學

、

第

三
十
三
巻

二
〇
四

第

二
號

四
八

あ

る
。
而

し

て
嘗

て
は
形

而

上
學
が
経
験

諸
科
學
を
は
な

れ
て
か
か

る
要

求
を
充
す
も

の
で
あ

る
と
考

へ
ら

れ
た

の
で
あ

る
が
今
や

こ
の
こ
と
は
許

さ
れ
な

い
。

か
く
て
此

要

求
は
、
結

局

に
於

て
以
上

の
哲
學
的
基

礎

に
基

け
る

精

神
諸
科
學

の
聯
關
付

に
よ

っ
て
充

さ
れ

る
の

で
あ

る
。

か

く
て
精

神
諸
科
學

の
聯

關
付

に
よ

っ
て
實
在

の
全
聯

關

に
追

ま

り
得

る
な
ら
ば
、

こ
こ

に
我

々
は
精
神
譜

科

學
と
其
哲

學
的
基
礎

と

の
間

に
相
互
聯
關

を
見

る
の
で
あ

る

。
こ
れ
此
哲
學

的
基
礎

の
土
壷

に
は
既

に
明

に
せ
し

如

く
歴

史
的
肚
會
蘭
質

在

の
構
造
聯
關

が
置

か

れ
て
あ

る
の
で
あ

る
が
、
此

哲
學
的
基
礎

の
上

に
聯

關
付
け
ら

れ

た
精
帥
諸

科
學

は
ま
た
此

質
在

の
構

造
聯
關

の
解
明

に
寄

興
す

る
が
故

で
あ

る
。

互

に
歴
史
的
肚
會
的
實

在

の

一
部

を
そ
の
認
識
樹
象

と
す

る
精
曲

譜
科
學

は
相
寄

っ
て
其
全
實
在

の
聯

関
を
認

識

せ
ん
と

す
る

の
み
な
ら
す
、
ま

た
相
寄

っ
て
貴
在

を
支
配

せ
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。
而

し
て
精
神

的
實

在

の
貴

賤
性

を
そ

の
最
後

の
基
礎

と
す

る

デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
紳

科
學

の
哲

學

は
そ

の
各

々
が
實
践
學

的
構

造
を
有
す

る
と

こ
ろ

の
諸

の
精
神
諸
科

學
を
根
擦

付
け
聯
關
付

け

る
こ
と

に
よ

っ
て
ま

た
地
質
在

の
支

配
を
完
成

せ
ん
と
す

る
の

で
あ

る
。

こ
こ

に

デ
ィ
ル
タ
イ
が
哲

學

の
究
極

的
目
的
と
す

る
と

こ
ろ
の
貴
賎
的

要
求
が
充

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

既

に
明

に
せ
し
が
如

く
、
経
濟
哲

単
な
る
も
の

は
、
経

濟
的
實

在

の
本
質

を
明

に
し
、
叱
責
.在

の
認
識

の
本
質

を
明

に
し
.
此
實

在
を
支
配
す

る
内

的

の
力

と
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ

る
が
、
我

々
は
以

上

デ

ィ
π
タ
イ

の
精

紳
科
學

の
哲

學
に
於

て
、
此
経
濟
哲
學

の
土
壷

を
見

た
の
で
あ

る
。

か
く

て
私

は
稿
を
改
め

て
此

土
壷

の
上

に
経

済
哲

學

の
諸
問
題

を
考
察

せ
ん
と
す

る
の
で
あ

る
。

(完
)
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