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述
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さ
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西
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言
語
の
本
質

を
問
う
試
み
が
陥
り
易
い
誤
解
は
、
言
語
運
用

の
場
面
を
超

え

た
〈
言
語
そ
れ
自
体
〉

が
あ
る
か
の
よ
う
に
思

っ
て

し
ま
う
こ
と
で
あ

る
。

た
と
え

ば
日
本
語

を
話
す

場
合
に
、
具
体
的
な
発
話
行
為

を
離
れ
た
日
本
語

そ
れ
自

体
が
そ
の
前

提
と
な

っ
て

い
る
よ
う

に
思

わ
れ
が

ち
だ

が
、

誰

に

よ

っ
て
話
さ
れ
た
の
で

も
な
い
日
本
語
と

い
う
の
は
、
後
か
ら
抽
象

に
よ

っ

て
作
ら
れ
た
観
念
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う

か
。
言
語
は
運
用
さ
れ

る

限
り
で
、
言
語
で
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

だ
が
、
こ
の
言
語
自
体
な
る
も

の

を
想
定
し

た
り
、
そ
れ

に
対
応
す

る
物
自
体
を
立
て
て
し
ま
う
と

い
う
傾
向

は
、
言
語

に
よ

っ
て
存
在
を
了
解
す

る
我

々
自
身

の
営
み

か
ら
生
じ

る
と

い

う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
。
こ

の
局
面

を
見
逃
さ
ず
に
ど
う
し
て
そ

う
な

る
の
か
を
吟
味
す
る
こ
と
が
、
言
語
の
存
在
を
解
明
し
よ
う
と
す

る
試
み

に

と

っ
て
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
て

、
今
述
べ
た
よ
う
な
誤
解

が
生
じ

る
場
面

の
一
つ
が
、
語
ら
れ

た
こ

相
　

楽
　
　
　

勉

と
を
「
命
題
」
と
し
て
捉
え

る
捉
え
方
に
あ
る
の
で

は
な

か
ろ
う

か
。
一
般

に
命
題
文
は
主
語
と
述
語

の
結
合
と
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
関
係
を
事
物
的

関
係
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま

う
こ
と
が
先
述
の
誤
解
を
生
む
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら

に
そ
こ

か
ら
、
命
題

の
指
示
す
る
事
態
が
言
論

の
場
の
外
に
そ
れ
自
体

と
し
て
あ
り
、
言
論
と

は
そ
れ
の
不
完
全
な
模
倣
で

あ
る
と

い
う
よ
う
な
錯

覚
が
起
こ
る
の
で

は
な
い
か
。

も

ち
ろ

ん
、
我

々
が
語

ら
れ
た
こ
と
を
「
命
題
」

と
し
て

捉
え
て
、
そ
の

真
偽

を
問
う
こ
と

は
非

難
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
命
題
を
陳
述
す

る
と

は
い
か
な
る
こ

と
か
、
主
語
述
語
を
結
合
す
る
と
は
い
っ
た
い
何
を
す

る
こ
と
な
の

か
を
問

い
返
す

こ
と
で
、
言
語
に
関
す

る
錯
誤

の
由
来

に
迫
る

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。

本
稿

は
、
命
題

の
陳
述

に
対
す

る
批
判
の
可
能
性
を
次

の
三
つ

の
場
面

に

関

し
て
考
え

る
。

第
一

の
場
面

は
、
日
本
文
法

学
に

お
い
て

ま
さ

に
「
陳



述
」
な

る
概
念

を
巡

っ
て

な
さ
れ

た
議
論
で
あ

る
。
ま
ず

こ
の
問
題
の
提
出

者
で
あ

る
山

田
孝
雄
の
議

論
を
紹

介
し

た
上
で

、
そ
の
批
判
的
継
承

に
よ

っ

て
新

た
な
言
語

論
の
可

能
性
を
示
し
た
時
枝
誠
記

を
取
り
上
げ

る
。
第
二

は
、

西
田
幾
多
郎
で

あ
る
。
彼

の
場
所
の
論
理

は
文
法

学
と

は
別
の
出
発
点

か
ら

同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
第
三
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
命
題
的
ロ
ゴ
ス
の

批
判
を
吟
味
す

る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
陳
述
批
判
が
言
語
と
存
在
と

い
う

根
本
問
題

に
当
面
す

る
事
情
を
明
ら
か

に
し
た

い
。
そ
し
て
、
陳
述
の
批
判

が
結
局
何
を

め
ざ
す
の

か
を
考
え
た
い
。

一
　

時

枝

誠

記

の

陳

述

批

判

近
代

日
本
の
文

法
学
に
お
け

る
一
つ
の
大
き

な
関
心
事
は
、
西

洋
文

典
の

文
法
概
念

を
ふ
ま
え
て

日
本
語
運
用

の
構
造
を
見
直
す
こ
と
で

あ

っ
た
。
例

え

ば
西

洋
文
法

の
品
詞
分
類
を
日
本
語

の
語
分
類
に
適
用
す
る
こ
と
や
、
語

同
士

の
結
合
の
意
味
付
け

な
ど
が
そ
う
だ
が
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
適
用

が

困
難
に
直
面
す

る
場
合
に
日
本
語

運
用

の
意
味
を
見
直
す
可
能
性
が
生
じ
る

と

い
う

こ
と
で

あ
る
。
山

田
孝
雄
が
提
出

し
長
い
論
争
を
引

き
起
こ
す
こ
と

に
な
っ
た
「
陳
述
」

の
問
題
も

そ
う
し

た
場
面

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

さ
し
く
命
題
と
し
て

の
文

理
解

に
関

わ
る
問
題

な
の
で

あ
る
。

山
田

は
、
日
本
語

の
語
分
類

に
際
し
て

、
単
に
語
の
機
能
的
区
別
で

は
な

く
、
む
し
ろ
言
葉

を
話
す
行
為
の
意
味
を
顧
慮
す

る
。

彼
は
、
文

は
思

想
の

完
全
な
表
現
で
あ
り
、
思
想
は
「
諸
観
念

の
完
全

な
統

合
」
で
あ

る
と
言
う
。

言
葉
を
話
す
と
は
ま
さ
し
く
こ
の
統
合
を
行
う
こ
と
な

の
で
あ

る
。
こ
の
統

合

の
働
き

が
言
語
面
で
現
れ
る
基
本
的
場
面
が
「
主
位
に
立
つ
概
念
と
賓
位

に
立
つ
概
念
と
の
異
動
を
明
ら
か
に
し
て
こ
れ
を
適
当
に
結
合
す
る
作
用
」

と
し

て
の
「
陳
述
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
西

洋
の
古
典
論
理
学
で
言
う
コ
プ

ラ
（
繋
辞
）

の
働
き
」

に
相
当
す
る
と
言
う
（
『
日
本
文
法
学
概
論
』
一
四
八
頁
、

以
下
「
概
論
」
と
略
記
）。
問
題

は
、
こ

の
欧
米
語
で

は
存
在
動
詞

に
見
ら

れ

て

い
る
コ
プ
ラ
の
働
き
を
、
日
本
語
で
は
ど
の
語

が
担
う
と
考
え
る
か
で
あ

る
。
山
田

は
そ
れ

を
「
用
言
」
と
考
え
た
。
特
に
山

田
が

「
存
在
詞
」

と
呼

ん
だ

「
な
り
」
「
た
り
」

は
、
純

粋
に
陳
述

の
働
き
を
表
す

（
例
え
ば

「
月

明
ら

か
な
り
」

の

「
な
り
」

な
ど
）
点
で

、
英

語
の

９

動

詞
な
ど

と
対

比
的

に
解
釈

さ
れ
う
る
。
問
題

は
存
在
詞
以

外

の
「
用

言
」
－

例

え
ば

「
こ
の
花

は
美
し

い
」

の
「
美
し

い
」
－

だ
が
、
山

田
は
そ
れ
も

「
実
質

的
な
」
意
味
と
同
時

に
、
意
味
的
統

合
を
行

う
陳
述
作
用
を
含
む
と
解
す
る

の
で
あ
る
。

こ

の
陳
述

へ
の
山
田
の
着
目
は
、
言
語

の
機
能
を
そ
の
主
体
的
遂
行

の
内

か
ら
理
解
し

よ
う
と
す
る
点
で
、
言
語
現
象

へ
の
新

た
な
ア
プ

ロ
ー
チ

を
示

し
て

い
る
。
だ
が
、
彼
が
文

に
お
け

る
統
合
作
用
を
西
洋
論
理
に
な
ら

っ
て

「
用
言
」

に
定
位
さ
せ
た
こ
と

に
関
し
て

は
異
論
が
あ
り
う
る
。
「
存
在
詞
」

以

外
の
用
言

は
、
「
体
言
」

の
実
在
概
念

に
対
す

る
「
属
性
」

概
念

と
同
時

に
陳
述

作
用
を
も

含
む

と
な
ぜ
言
え

る
の

か
。
山
田

自
身
も
別

の
箇
所

で

「
陳
述
に
対
応
す
べ
き
真
の
精
神

的
作

用

は
言
語

上
に
あ
ら

は
る
る
こ
と
な

き
も
の
」
（
概
論
、
六
八
〇
頁
）
と
言
っ
て
お
り
、
言
語
の
統
一
作
用
は
実
在

概

念
と
属

性
概
念

の
「
外
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
故

、



彼
が
陳
述

作
用

を

「
用
言
」
に
帰
し
た
こ
と
は
不
徹
底
な
印
象
を
与
え

る
し
、

事
実
こ

の
問
題
を
き

っ
か
け
に
様

々
な
論
争
が
起
こ

っ
た

の
で
あ

る
。
そ

の

中
で

、
山

田
の
問
題
意
識
を
十
分

に
受
け
継
い
だ
上
で
際

立
っ
た
批
判

を
行

い
、
日
本
語
運
用
の
固
有
性
を
深
く
洞
察
し
て
、
言
語
経

験
の
意
味
を
解
明

し

た
の
が
時
枝
誠
記
で
あ

る
。

時
枝
誠
記
の
言
語
論

の
出
発

点
は
、
言
語
の
存
在
と

は
、
音
声
を
聞

い
て

意
味
を
思

い
浮

か
べ
た
り

、
思

想
を
音
声

に
表
現
す

る
「
我
」

の
主
体
的
活

動
ぬ
き

に
考
え

る
こ
と

は
で
き

な
い
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立

場
か
ら
み

る
な
ら

、
言
語

は
た
だ
「
観
察
者

の
心
的
経

験
と
し
て
」
存
在
す

る

の
で

あ

る
。

そ
れ
故

、
他
者
の
言
語

の
把
握

は
、
そ

の

他
者

の
経
験

を

「
我

々
自
身

が
繰

り
返

す
」

こ
と

に
よ

っ
て

の
み
可

能

と

な
る

の
で
あ

る

（『
国
語
学
原
論
』
一
八
頁
、
以
下
「
原
論
」
と
略
記
）。

ま

た
、
時

枝

は
言
語

を

「
心
的
内
容
ａ

を
、
音
声
ｂ

な

い
し
文

字
ｃ

に
ま

で
表
現
す

る
過

程
、

或
い

は
文

字
ｃ

な
い
し

音
声
ｂ

よ
り
心
的
内
容
ａ

を
喚

起
す
る

過
程

の
経

験
に

よ

っ
て

始
め
て
成
立
す
る
」
も
の
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
言
語
観
を

「
言
語

過
程
観
」
と
呼
ぶ
（
原
論
、
二
二
二
頁
）。

さ
て
、
こ
の
自
ら

の
言
語
観

に
従

っ
て
、
時
枝

は
語

の
分
類
と

「
陳
述
」

に
関
し
て
独
特

の
解
明

を
与
え

る
。
ま
ず
単
語

の
分
類
で

あ
る
が
、
時
枝

は

こ
れ
を
従
来
の
品
詞
分
類

と
は
全
く
別
の
基
準
で
行
う
。
即

ち
、
個
々
の
語

が
音
声
化

あ
る
い
は
文

字
化
す

る
ま
で

の
「
過

程
的
形
式
」

の
違

い
に
よ
っ

て

二
種

に
分
類
す

る
。
一
つ
は
そ
の
語
が

音
声
化

さ
れ

る
ま
で

に
、
そ
の
語

の
概
念
内

容
が
形

成
さ
れ
た
語
で
あ
り

、
こ
れ

を
「
詞
」

と
言
う
。
従
来
の

呼
び
名
で

言
う
と

こ
ろ
の
名
詞
・
動
詞
・
形
容
詞
・
副
詞
な
ど
概
念

的
意
味

を
持
つ
語

は
す
べ
て

詞
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
そ
う
い
う
概
念
化

の
過
程

を
経
ず
し
て

言
わ
れ
た
も
の
が
「
辞
」
で
あ
る
。
従
来
の
区
分
で

言
う
助
詞
、

助
動
詞

、
感
嘆
詞
な
ど
が
大
方
そ
れ

に
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
概
念
的
意
味

を
含

ま
ず

、
た
だ
主
体
自
身

に
属
す

る
判
断
、
感
情
、
欲
求
な
ど
を
ス
ト
レ

ー
ト
に
表
す
。
こ
れ
ら
の
「
辞
」

は
大
抵
「
詞
」

に
付
加
さ
れ
て
、
こ
れ
を

聞
き

手
に
差
し
出
す
役
割
を
果
た
す
。
時
枝

に
よ
れ
ば
、
日
本
語
文
と
は
こ

の
詞
辞
の
連
結
、
し

か
も
詞
を
辞
が
順

々
に
差
し
出
す
形
で
の
連
結
な
の
で

あ
る
。
こ
の
関
係
を
時
枝

は
、
次
の
よ

う
に
図
示
す

る
。

こ
の
例
で

は
、
「
匂
」
「
高

い
」
「
花
」
「
咲
く
」

な
ど
「
詞
」
の
概
念
内
容

を
、
そ
れ

に
付
加

さ
れ
た
「
の
」
「
が
」
「
た
」
な
ど
「
辞
」

が
、
主
体
の
表

現
と
し
て
包
み
こ
み
提
示
す

る
。
時
枝
は
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
、
「
陳
述
」

の
所
在
を
山

田
の
よ
う
に
用

言
に
で

は
な
く

「
辞
」
に
見
る
の
で
あ

る
。
も

ち
ろ

ん
、
右
の
例
の
「
高
い
」
の
よ
う
に

「
詞
」
に

「
辞
」
が
付
加

さ
れ
な

い
場

合
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
「
零
記
号
の
辞
」
の
付
加
と
考
え
る
。

こ

の
よ
う
な
「
陳
述
」

理
解
は
、
日
本
語
運
用
の
独
特
な
性
格
を
明
ら

か

に
す

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
主
語
述
語
の
連
結
を
文
の
基
本
と
す
る
「
印
欧

語
」
文
法

に
対
す
る
批
判

を
含

ん
で
い
る
。
彼

は
言
う
。
「
従
来
物
の
統

一



形
式

は
殆
ど
対
立
し

た
も
の

の
結
合

に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
Ｓ
Ｉ

Ｐ
の
形
式
を
以
て
、
思
想
表
現

の
動

か
す
べ
か
ら
ざ
る
原
則
の
よ

う

に
考
え
た
結
果
が
、
従
来
文
章
法
上
で
説

か
れ
た
主
語
述
語
の
関
係
だ

っ

た
の
で
あ
る
。
今
こ
の
伝
統
的
な
結
合
の
観
念
を
脱
却
し
、
統
一
と

い
う
こ

と
は
、
更
に
別
の
形

式
に
お
い
て

も
考
え
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
時
、

国
語
の
表
現
形

式
は
又
別
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
」
（
原
論
、
三
一
七
頁
）。

こ
の
別

の
形

式
と

は
、

時
枝
の

言
い
方

に
従
え

ば
、
「
辞
」
が

「
詞
」

を

包
む
と

い
う
形
で
理
解

さ
れ
る
前

に
掲
げ
た
例
の
よ
う
な
詞

辞
連

結
の
「
風

呂
敷
型
統
一
形
式
」
で
あ

っ
て
、
こ

れ
を
時
枝
は
Ｓ
Ｉ

Ｐ

の
形
で

理
解
さ
れ

る
文
構
造
の
「
天
秤
型
統
一
形
式
」
と
区
別
し
て

い
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
こ
で

問
題
な
の
は
単
に
見

か
け

上

の
「
形
」

の
違

い
で

は
な
く

、
「
言
語
」

に
関

す
る
考
え
方
の
違

い
な
の
で

あ
る
。
つ

ま
り
、
「
辞
」

に
よ

る
「
詞
」
の
包

含
と
い
う
言
語
理
解
は
、
主
語
Ｓ

と
述
語
Ｐ
と
の

コ
プ
ラ
に
よ
る
結
合
と

い

う
対
象
的
言
語
理
解
に
対
し
て
、
言
語
を
主
体
的
遂
行
の
内

に
進
行
す
る
概

念
化
の
過
程
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で

の
遂
行
「
主
体
」
は
陳
述
上
の
主
語
と
同
定
さ
れ
る

も
の
で

は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
存
在
条
件
で
あ
る
。
時
枝
は
言
語
の
存
在
条

件
と
し
て
話
手
で
あ

る
「
主

体
」
、
聴
手
を
含
む
「
場
面
」
、
及

び
「
素
材
」

の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ

の
三

つ
が
分

か
ち
難
く
結
び
つ
く
関
係
が
言

語
の
遂
行
主
体
な
の
で
あ
る
。
彼

の
挙
げ
る
例
に
よ

る
な
ら

、
暑
さ
の
経
験

（
素
材
）
に
関
し
て
、
話
手

（
主

体
）
と

話
手

の
お

か
れ
た
場
面

の
関
係

に

よ
っ
て
、
「
暑
い
ね
」
と

か
「
お
暑
う
ご
ざ
い
ま
す
」

な
ど
の
そ

の
つ
ど
異

な
っ
た
表
現
が
形
成
さ

れ
る
。
「
主
体
」

は
常
に
場
面

に
お
け

る
主
体

で
あ

り
、
「
場
面
」
と

は
そ
の
つ
ど

の
「
事
物
情
景
に
志
向
す

る
主
体

の
態

度
、

気
分
、
感
情
を
も
含
む
…
…
主
客

の
融
合
し
た
世
界
」
（
原
論
、
四
四
頁
）
な

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
け

る
主
体
と
い
う
言
語
遂
行
の
客
体
的

証
左
が

「
詞
辞
」
の
包
含
関

係
な
の
で

あ
る
。

時
枝
は
、
山

田
が

「
陳
述
」

と
い
う
語
で
提
起
し
た
考
察
を
徹
底
さ
せ
、

そ
れ
を
「
辞
」

に
よ
る
「
詞
」

の
包
含
と
捉
え
る
こ
と
で
、
主
語

に
述
語
を

付

加
す

る
と

い
う
対

象
的
理
解

を
避
け
、
言
葉
を
話
す

こ
と
に
お
い
て
自
己

了
解
す

る
我

々
の
あ
り

か
た
を
見
直
す
道
を
予
感
し
た
。
彼

は
そ
れ
を
あ
く

ま
で

「
言
語
」

の
生
成
過
程
と
し
て
見
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
同
じ
も
の

を
、
経
験
が
自
己
展
開
す
る
論
理
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
方

向

に
進
む
の
が
、
西
田
幾
多
郎
な
の
で
あ
る
。

二
　

西

田
幾

多

郎

の
場

所

の

論
理

西
田
の
哲
学
的
出
発
点
は

「
純
粋
経
験
」
で
あ

る
。
彼

に
よ
れ
ば
「
経
験

す
る
と

は
事
実
そ
の
ま

ま
を
知

る
の
意
」
で

あ
り
、
「
純

粋
と
い

う
の
は
、

毫
も
思
慮
分
別
を
加
え
な
い
真
に
経
験
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
言
う
」

の
で
あ

る
。
例
え
ば
「
色
を
見
、
音
を
聞

く
刹
那
」
あ
る
い
は
「
こ
の
色
、
こ

の
音

は
何
で
あ
る
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら

な
い
前
」
の
「
未

だ
主
も

な
く
客
も

な
い
、
知
識
と

そ
の
対

象
と
が
全
く
合

一
し
て
い
る
」
状
態
が
そ
れ
で
あ
る

（
『
善
の
研
究
』
一
三
頁
、
以
下
「
善
」
と
略
記
）。
こ
の
よ

う
な

「
純

粋
経

験
を



唯
一
の

実
在
と
し
て
す

べ
て

を
説
明

」
す
る
試
み
が

『
善
の
研
究
』
で
あ

っ

た
と
思

わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
発
点

に
秘

め
ら
れ
た
問
題
意
識
を
考
え
て

み

る
必
要

が
あ
る
。

ま
ず

こ
こ
で
「
純
粋
経
験
」
が
「
判
断
以
前
」
と

さ
れ
る
こ
と

に
注
意
し

よ

う
。
例
え
ば
、
「
こ
れ
は
赤

い
」

と
判
断

す

る
時
に
、
そ
れ
以

前
の
純
粋

な
「
赤
」
の
経
験

は
破
ら
れ
る
。
こ

の
判
断
以

前
の
経
験
こ
そ
が
真

実
在
で

あ
る
と
西
田

は
言
う
。
「
判
断
」

が
思

考
の
始
ま

り
な
ら
、
こ

の
主
張

は
単

な
る
思

考
の
拒
否

に
見
え
る
が

、
そ

う
で

は
な
い
。
何
故
な
ら
、
彼
は
感
覚

や
知
覚

が
純
粋

経
験
で

あ
る
こ

と
を
確
か
に
認
め
る
が
、
感
覚
知
覚
に
経
験

を
還
元

し
よ
う
と
一
言
っ
て

い
る
の
で

は
な
い
か
ら
だ
。
西
田
は
「
未
だ
主
も

な
く
客

も
な
い
」
状
態

の
破

れ
で

あ
る
思
考
や
判
断
を
単
に
否

定
し
て

は
い

な

い
。

む
し
ろ
、
純
粋
経
験
と
そ
れ
の
破
れ
た
不
統
一
状
態
は
意
識
の
両
面

で

あ
り
、
不

統
一
が

あ
る

か
ら

こ
そ
、
再

統
一
へ

の
希
求
も

生
じ

る

の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
意
識
が
分
化
発

展
す

る
と
い
う

の
で

あ
る
（
善
、

二
五
頁
）。
そ

の
意
識
の
高
度
の
実
現
態
が

「
意
識
体
系

の
発
展
上

に
お
け

る

大
な

る
統
一

の
発
現
」
と
し
て
の

「
知
的

直
観
」
で

あ
り

、
西
田

は
こ
れ

を

「
純
粋

経
験
の
状
態
を
一
層

大
き
く
し

た
者
」

と
か
「
純
粋
経

験
に
お
け

る

統
一

作
用

そ
の
も

の
で

あ
る
、
生
命
の
捕
捉
」
な
い
し
「
主
客
同

一
。
知
意

融

合
の
状
態
」
（
善
、
五
四
頁
）
な
ど
と
説
明
す

る
。
具
体

的
に
は
「
技
術

の

骨

の
如
き
」
と
か
「
美
術
の
精
神
の
如
き
者
」
と
か
言
わ
れ
る
。
熟
練
の
職

人
の
技
や
円
熟
し
た
芸
術
家
の
創
作
の
よ
う

に
、
多
く
の
判
断
、
反
省
、
思

考
を
経
て
達
せ
ら
れ
る
純
粋
経
験
の
境
地
で
あ

る
。
そ
し
て
重
要

な
こ
と
は
、

こ
こ
で
経
験
さ
れ
る
統
一
作
用
こ
そ
が
、
「
思
惟
」
や

、「
意
志
」
の
根
底
に

潜

ん
で

い
た
と

い
う
こ
と

な
の
で
あ

る
。
こ
こ

に
至

っ
て
、
「
純
粋

経
験
を

唯
一
の
実

在
と
し
て
す
べ
て

を
見

る
」
と

い
う
可
能
性
が
開

か
れ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
判

断
」
な

い
し
「
思
考
」
が
「
純
粋
経

験
」

の
中
か
ら
、

そ
の
発

展
と
し
て

理
解

さ
れ
な
い
限
り
、
真
の
実
在
を
捉
え
そ
こ

な
う
と
西

田
は
言
い
た
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

こ
こ
に
、
先
程
の
時
枝

の
陳
述
批
判

と
同
じ
問
題
意
識
が
見
え
て

く
る
。
確
か
に
『
善

の
研
究
』
で

は
、
「
判
断
」

は
「
純
粋
経
験
」

を
損
な
う
も
の
と
し
て

消
極
的

に
し
か
取
り
扱

わ
れ
て

い

な

い
よ

う
に
見
え

る
（
善
、
二
〇
頁
）。

し
か
し
、
「
純
粋
経
験

を
唯

一
の
実

在
と
し
て
す
べ
て

を
説
明

」
す
る
と
い
う
著
者

の
意
図
か
ら
し
て

も
、
本
当

の
問
題
は
「
純
粋
経
験
」

を
映
す
「
判
断
」

の
積
極
的
可
能
性
を
示
す

と
い

う
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
可

能
性
の
追
究
が

『
善
の
研

究
』
以
後
の
西
田
の
歩
み
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

問
題

は
、
純
粋
経
験
の
内

か
ら
判
断
が
生
じ
る
と
い
う
事
態
を
、
事
態
に

即
し
て
ど

う
説
明
す
る

か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
経
験
を
「
知
」
の

生
成
と
見

る
な
ら
、
問

わ
れ
る
べ
き

は
「
知
る

も
の
」

と

「
知

ら
れ

る
も

の
」

と
の
関

係
と
言
え

る
。
西

田
は
言
う
、
「
私
が
或
物

を
見
て

居
る
時
、

私
と
い
ふ
も
の
が
な
い
と
は
云
は
れ
な
い
。
し

か
し
、
私
と
い
ふ
も
の
は
ま

だ
意
識
さ
れ
て

居
な
い
。
直
ち
に
之

を
反
省
し
て
私
が
何
々
を
見
て
居

た
と

い
ふ
時
、
私
と
い
ふ
も
の
が
意
識
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
私
と
い
う
の
は
知
ら

れ
た
私
で
、
知
る
私
で

は
な

い
。
…
…
後
の
私

は
前
の
私
と
私
な
ら
ざ
る
も

の
と
を
知

っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
真
に
知
る
も
の
は
両
者
を
包
ん
だ
も
の
と



云

ふ
こ
と
が
で
き

る
」
（
全
集
第
五
巻
、
九
頁
）。
西
田
は

「
知
る
」
と

い
う
遂

行
状
態

に
あ
る
当
の
こ
の
私
と
、
私
に
知
ら
れ
た
も
の
と
の
関
係
を
、
後
者

が
前
者

に
よ

っ
て

包
ま
れ
る
関
係
と
考
え

、
こ
の
事
態
を
「
判
断
」
の
形

式

を
借
り
て
語
ろ

う
と
す
る
。

西
田
は
ま
ず
、
判
断
の
形
式
Ｓ
-
Ｐ
を
「
Ｓ
は
Ｐ
に
お
い
て
あ
る
」
と
解

す

る
。
概
念

的
知
識
の
成
立
は
、
特
殊
概
念
で
あ
る
主
語
Ｓ

が
、
一
般
概
念

で

あ
る
述
語
Ｐ

に
包

摂
さ
れ

る
こ
と
で
あ

り
、
こ

の
包
摂
す

る

述
語
Ｐ

が

「
お
い
て
あ

る
場
所
」

と
考
え
ら

れ
る
の
で

あ
る
。
例
え

ば
、
赤

・
黄

・
青

な
ど
種

々
の
色
を
知
覚
し
認
識
す
る
と
は
、
そ
れ
ら
を
色
一
般
の
体
系
に
お

い
て
あ

る
も

の
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
色
」
の
一
般
概
念

自
体

は
何
色
で
も

な
く
、
各
色
が
各
色
で

あ
る
場

所
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
包

ん
で

い
る
（
『
場
所
・
私
と
汝
』
八
五
頁
、
以
下
「
場
所
」
と
略
記
）。

さ
て
、
今

の
例
は
認
識
内
容
に
関
す
る
判
断

の
意
味
を
問
題

に
し
て
い
た

が

、
こ

の
よ
う
な
場
所
の
論
理
を
、
認
識
あ
る
い
は
「
知
」
の
生
成
そ
の
も

の
に
関
し

て
適
用
す

る
な
ら
、
「
知

る
」

と
は

「
知
ら

れ

る
も

の
」
が

「
知

る
私
」
と

い
う
場
所
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
と
説
明
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の

場

合
「
知
る
私
」

は
、
種
々
の
色
に
対
す
る
色
自
体
の
よ
う
な
存
在

に
関
す

る
一
般
概
念
で

は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
色
自
体

は
種

々
の
色

に
対
す

る
述
語
Ｐ
で

あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
述
語

に
対
す

る
主

語
Ｓ

に
も

な
り

う
る
の

に
対
し

て
、
「
知
る
私
」

は
ど
こ

ま
で
も

規
定
す
る

も
の
で
あ

っ
て

規
定
さ
れ
る
も

の
と
な
ら

な
い
も

の
、
「
述
語
と

な
っ
て
主

語

に
は
な
ら
な

い
も
の
」
（
場
所
、
一
四
〇
頁
）
だ
か
ら

で
あ
り
、
「
色
」

の
よ

う
な
一
般

概
念

を
「
有

の
場
所
」

と
言
う

な
ら
、
そ

れ
を

包
む

「
無

の
場

所
」

と
言
う
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
無
の
場
所
」
は
、

判
断

さ
れ
る
対
象

に
対
し
て
対
象
化
さ
れ
な

い
認
識
作
用

の
場
と
理
解
さ
れ

る
限
り
は
、
認
識
さ
れ
る
存
在
に
対
す
る
「
対
立
的
無
の
場
所
」
で
し

か
な

い
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
有
無
の
差
別
自
体
の
起
こ
る
場
と
考
え

ら
れ
た
場

合
に
の
み
「
真
の
無
の
場
所
」

な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
認
識
作
用

の
お
か
れ

て

い
る
知
へ
の
「
意
志
」
の
場
で
あ

る
。
そ
う
す
る
と
、
「
知
る
」
こ
と

は
、

ま
さ
に
そ
れ
自
体

は
何
物
と
も
規
定

さ
れ
な

い
知
へ
の
意
志
と
し
て

の
「
無

の
場
所
」
が
、
そ
れ
自
身
の
働
き

を
「
知
ら
れ
た
こ
と
」
と
し
て

自
己
の
内

に
映
す
こ
と
、
あ

る
い
は
自
己
限
定
す
る
こ
と
と
し
て
説
明
さ
れ
う
る
の
で

あ
る
（
場
所
、
九
〇
頁
参
照
）
。

こ
の

一
見
逆

説
的
な
「
無
の
場
所
」

の
論

理
が

め
ざ
し

て

い
る
の

は
、

「
知
る
」
と

い
う
我

々
の
経
験
の
意
味

を
、

そ
の
経
験

の
成
立
す
る
論
理
構

造
と
し
て
捉
え

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
験

さ
れ
て

い
る
事
態
を
歪

め

て
し

ま
う
よ

う
な
言
語

的
把

握
の
批
判
と
も

な
る
。

そ
れ
が

「
場

所
の

論

理
」
と
し
て
展
開

さ
れ
る
判
断
形

式
の
一
解

釈
で
あ

る
。
こ
れ
が
西
田
の
陳

述
批
判
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
西
田
は
知
識
の
成
立
を
Ｓ
-
Ｐ
と
い
う
命
題
の

陳
述

に
見

る
が

、
主
語
述
語
結
合
と
い
う
客

観
的

知
識

の
成
立
を
場
所
の
自

己
限
定
と
解
釈
す

る
こ
と
で
、
言
語
的
了
解

に
関
す

る
誤
解
を
退
け
、
命
題

を
陳
述
す

る
こ
と

の
根
源
的
意
味
の
次
元

を
開
こ

う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
西

田
の
論
理
究
明
の
眼
差
し

は
、
時
枝
が
言
語
の
生
成
過

程

を
究
明
す

る
眼

差
し
と
同
じ
場
面

に
向
け
ら

れ
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。



時

枝
は
言
語
成
立
の
条
件
と
し
て
、
主
体
・
場
面
・
素
材
の

相
互

の
分

か
ち

難
い
連
関
を
語

っ
た
が
、
西
田

は
そ
の
連
関
を
「
場
所
」
の
自
己
限

定
と
し

て

考
え
て

い
る
。
両
者
の
眼
差
し

に
質
的
な
違

い
が
あ

る
と
す

れ
ば

、
時
枝

が

あ
く
ま
で

言
語

の
あ
り
方
を
根
本
的

に
問
う

た
め

に
言
語

の
成
立
す

る
場

を
問

う

の
に
対

し
て

、
西

田

に
と

っ
て

本

来

の
問

題

は

言
語

で

は

な

く

「
知
」

で
あ
り
、
し
か
も
「
知
」

を
問
う
己

自
身
に
お
け

る
知

の
生
成
が
問

題

な
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
西
田
の
言
う
場
所
的
限
定
の
場

は
、

単
な
る

「
主

客
融
合
の
世
界
」

で

は
な
く
、
真

の
「
個
物
」
と
見

ら
れ

る
こ
と

に
な

る
。
個
物
は
、
一
般
的
な
述
語

に
よ
る
主
語
的
限
定
の
方
向

に
考
え
ら
れ

る

限

り
は
、
主
語

の
位
置
に
来
る
個
々
の
要
素
と
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な

い
。
個

物

は
確

か
に
環
境

的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
面
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

は

真

の
個

物
で

は
な
い
と
、
西

田
は
言
う
。
む
し
ろ
「
個
物
は
一
般
者
を
限
定

す

る
と
い
う
意
味

を
有

っ
て

い
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
」
（
場
所
、
二
六
八
頁
）

の
で

あ
る
。
そ
し
て

、
そ
う
い
う
個
物
を
本
当
に
個
物
と
し
て
限
定
し
得
る

の
は
、
自
己
の
中
に
見
ら
れ
た
「
絶
対
の
他
」
と
い
う
「
個
物
」
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
個
と
一
般
の
相
矛
盾
す
る
限
定
関
係
は
、
述
語
に
よ

る
主

語

の
包
摂
と
い
う
論
理
関
係
の
み
で
は
十
分
説
明
で
き
な
い
も
の
と
な

っ
て

い
る
。
「
知
」
の
生
成
に
関
す

る
西

田
の
探

求
は
、
命
題

陳
述
の
場
所

論
理

的
解
釈
を
通
っ
て

、
さ
ら
に
知
る
主
体
の
個
物
的
限
定
と
一
般
的
限
定

の
関

係
の
問
い
に
向
か
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

三
　

ハ
イ

デ

ガ
ー

の
命

題

的

ロ
ゴ

ス
批

判

日
本
文
法
学

に
お
い
て

陳
述
が
問
題

に
な
っ
た
の
は
、
文

の
基

本
を
主
語

と

述
語

の
結
合
と

し
て

の
命
題
文

に
み
る
と
い
う
西

洋
の
古
典
論
理
学
と
文

法

に
由
来
す

る
考
え
方

を
受
容
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て

日
本
語
文

を
分

析
す

る

可

能
性
が

考
え
ら

れ
た
か
ら
で

あ
る
。
だ
が
山
田
か
ら
時
枝
へ
と
展
開
し

た

考
察
の
内
で
問
題

に
な
っ
て

く
る
の
は
、
西
洋
の
考
え
方

が
日
本
語
文
の
解

釈

に
転
用
で
き

る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
そ
も

そ
も
主
語
述
語
結

合
と
い
う
把
握

は
、
言
葉

を
話
す
と
い
う
主
体
的
経
験
を

捉
え

る
に
十
分

か

と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ

の
よ
う
な
問
い
の
展
開

は
日
本
語

に
よ

る
思
索
に

の
み
固
有
な
こ
と

か
と
言

う
と
、
必
ず
し
も

そ
う
で

は
な

い
。
こ
の
問
題
は
、

ま
さ
に
命
題
文
の
発
想
の
本
場
で
あ
る
西

洋
に
お

い
て
も
、
思
想
の
一
番
根

本
の
枠
組
み
が
問
わ
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で

ハ
イ
デ

ガ
ー
に
着
目
す
る
の
は
、
彼
が
西
洋
哲
学
の
伝
統

と
対
峙
し
、
ま
さ
し
く
そ

の
枠
組
み
自
体
を
問

う
過

程
に
お

い
て
言
語
を
問

題
と
し
た
思
索
者
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
デ

ガ
ー
が
陳
述
を
問
題

に
す
る
の
は
、
さ
し

あ
た
り
そ
れ
が
「
存
在

の
問
い
」
と
い
う
彼
の
課
題
と
深
く
関
わ
る
か
ら
で
あ

る
。
存
在
の
問
い
は
、

「
存
在
（
す
る
こ
と
）
」
の

誤
解
と
忘
却

に
気
づ

く
経
験
よ
り
発

す
る
。
〈
誤

解
〉
と
は
、
日
常

に
お

い
て
も
学
的
探
究
に
お
い
て
も
「
存
在
す
る
も
の
」

と
そ
れ
が
「
存
在
す
る
こ
と
」
が
混
同
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
〈
忘
却
〉

と
は
、
存
在
す
る
も
の
の
み
が
問
題
に
な
っ
て
、
そ
れ
ら
が
「
存
在
す
る
」



と

は

い

か

な

る

こ

と

か

、

ど

の

よ

う

な

意

味

な

の

か

は

問

わ

れ

な

い

ま

ま

に

留

ま

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る

。

ハ

イ

デ

ガ

ー

の

主

著

『
存

在

と

時

間

』

の

第

一

の

意

図

は

、

こ

の

忘

却

さ

れ

た

存

在

概

念

を

明

る

み

に

出

し

て

、

そ

の

意

味

を

問

う

こ

と

で

あ

っ

た

。

そ

の

た

め

に

必

要

な

の

は

、

こ

の

存

在

忘

却

を

引

き

起

こ

し

て

き

た

仕

組

み

を

暴

く

こ

と

で

あ

る

。

そ

の

仕

組

み

の

一

つ

が

、

命

題

の

陳

述

（
Ａ
ｕ
ｓ
ｓ
ａ
ｇ
ｅ
）

と

解

さ

れ

た

ロ

ゴ

ス

な

の

で

あ

る

。

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

、

陳

述

と

し

て

の

ロ

ゴ

ス

を

問

題

に

す

る

理

由

と

し

て

、

「
古

代

存

在

論

の

決

定

的

な

い

く

つ

か

の

始

ま

り

に

お

い

て

、

ロ

ゴ

ス

が

本

来

的

存

在

者

に

近

づ

く

道

に

と

っ

て

の

唯

一

の

手

引

き

と

し

て

、

そ

の

機

能

を

果

た

し

て

い

た

」

こ

と

、

ま

た

そ

れ

が

「
第

一

次

的

で

本

来

的

な

真

理

の

〈
場

所

〉
」

と

見

ら

れ

て

い

た

こ

と

を

挙

げ

る

（
Ｓ
ｅ
ｉｎ

　
ｕ
ｎ
ａ

　
Ｚ
ｅ
ｉｔ

，　
ｐ

．　１
５
４

以

下

”
Ｓ
Ｚ
”

と

略

記

）
。

だ

が

。

そ

の

ど

こ

が

問

題

な

の

だ

ろ

う

か

。

存

在

の

把

握

が

ロ

ゴ

ス

と

関

わ

る

こ

と

自

体

が

問

題

で

は

な

い

だ

ろ

う

。

問

題

は

、

陳

述

と

し

て

の

ロ

ゴ

ス

が

存

在

に

関

す

る

誤

解

と

忘

却

に

関

わ

る

可

能

性

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

陳

述

が

事

物

的

な

「

語

」

同

士

の

連

結

と

み

な

さ

れ

、

陳

述

さ

れ

た

命

題

自

体

も

一

つ

の

事

物

的

存

在

者

と

み

な

さ

れ

る

こ

と

に

由

来

す

る

と

考

え

ら

れ

る

。

ハ
イ

デ

ガ

ー

に

よ

れ

ば

、

ロ

ゴ

ス

を

事

物

的

な

主

語

述

語

の

結

合

と

見

る

こ

と

か

ら

、

判

断

を

主

語

述

語

に

対

応

す

る

「
表

象

や

概

念

」

の

結

合

分

離

と

す

る

考

え

方

が

生

じ

う

る

。

さ

ら

に

こ

の

結

合

分

離

が

単

な

る

「
関

係

」

と

み

な

さ

れ

る

な

ら

、
「
判

断

は

論

理

計

算

的

に

｛

等

式

｝

の

体

系

へ

と

解

消

さ

れ

、

（

計

算

）

の

対

象

に

は

な

る

が

、

存
在
論
的
な
学
的
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
（
Ｓ
Ｚ
，
ｐ
１
５
９
)
と
い
う
こ
と

に

な

る
。

こ

こ

か

ら

、

情
報

処
理

の
道

具

と

し

て

の

言

語

記

号

と

い
う

考

え

方

が

生

じ

、

そ

れ

が

存

在
者

ば

か
り

に
注

目
し

て

存

在

意

味

を

忘
却

す

る
と

い

う

事

態

に

つ

な

が

っ
て

い

る
と

見

る
こ

と

も

で

き

る
だ

ろ

う

。

ハ
イ

デ

ガ

ー

は
、

こ

の

よ

う

な

ロ
ゴ

ス
理

解

を

、
「
古

代

存

在

論

」

以

来

の
西

洋

哲

学

の

傾

向

と

見

て

い

る

の

で

あ

る
。

で

は
、

ハ
イ

デ

ガ
ー

は

そ

の

よ

う

な
伝

統

的
な

ロ

ゴ

ス
理

解

の
出

自

と

意

味

を

ど

う

考

え

る

か

。

彼

は
既

成

事

実

と

し

て

の

古

代

以

来

の

ロ

ゴ

ス

の
理

解

を

単

に

否

定

す

る

よ

り

も

、
む

し

ろ
そ

の

ロ

ゴ

ス
理

解

の
可

能
根

拠

に
遡

る

と

い
う

方

法

を

と

る

。

つ

ま
り

、

主

語

と

述

語

の

統

一

を
可

能

に
す

る
も

の

は

本

当

は

何

か

、

ま

た
主

語

述

語

の
統

一
と

し

て

の

命
題

を
真

理

の

所

在

と

認

め

る

こ

と

は

、

い

か

に
し

て

可

能

か
と

問

う

の

で

あ

る
。

当

然

、

従

来

の

命

題

文

理

解

の

立

場

か
ら

は
、

統

一

は

コ
プ

ラ

に

よ

る

と

Ｉ呂
わ
れ

る
だ

ろ

う

。

だ

が

、
〈

コ
プ

ラ

に

あ

た

る
語

〉

と

い

う

〈
物

〉

自

体

が

統

一

を

行

う

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
Ｓ
-
Ｐ
の
形
で
言
わ
れ
た
こ
と
に
統
一

を

見

る
こ

と

は
。

い

か

に

し

て
可

能

か
と

い

う
こ

と

に

つ

き

る

。

ま
ず
「
ロ
ゴ
ス
は
常
に
何
か
あ
る
も
の
に
関
す
る
ロ
ゴ
ス
（
■
■
■

■
■
■
■
■
）
で
あ
る
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
か
ら
始
め
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ

ー

は
こ

れ

を

、

ロ
ゴ

ス
の

統

一

は

「

ロ
ゴ

ス

の
内

で

明

ら

か

に

な

る
存

在

者

に

着

目

し

て

」
（
Ｓ
Ｚ

．ｐ
．
１
５
９
）

な

さ

れ

る
と

い

う

洞

察

と

見

る
。
〈
こ

の

バ

ラ

は

赤

い

〉

が

一

つ

の

命
題

と

認
識

さ

れ

る

の

は
、

赤

い

バ

ラ

を
見

る
具

体

的

経
験
に
よ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
次
い
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
一
切
の
ロ
ゴ
ス

は
総
合
（
■
■
■
■
）
に
し
て
分
割
（
■
■
■
■
■
■
）
で
あ
る
」
と
い
う
ア
リ



ス
ト
テ
レ
ス
の
主
張
に
着
目
す
る
(
Ｓ
Ｚ
，
　
ｐ
．
　
１
５
９
)
°
こ
こ
で
の
総
合
と
分
割

は

、

命

題

の

真

と

偽

、

肯

定

と

否

定

に

対

応

す

る

も

の

で

は

な

い

。

む

し

ろ

真

偽

判

断

が

可

能

に

な

る

た

め

の

前

提

な

の

で

あ

る

。

先

程

の

例

で

言

う

な

ら

、
〈
こ

の

バ

ラ

は

赤

い

〉

の

真

偽

判

断

は

、
〈
赤

卜

非

赤

〉

と

い

う

区

別

が

分

か

っ

て

い

る

こ

と

を

前

提

と

す

る

。
〈
赤

い

〉

を

真

と

判

断

す

る

た

め

に

は

、
〈
赤

〉

と

他

の

色

と

の

関

係

を

色

全

体

の

内

で

つ

け

な

が

ら

（
総

合

）
、

そ

れ

を

他

の

色

と

分

け

て

し

ま

っ

て

い

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

（
分

割

）
。

ハ

イ

デ

ガ

ー

は

、

命

題

陳

述

に

総

合

分

割

の

性

格

を

見

た

点

で

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

を

評

価

す

る

が

、

し

か

し

そ

の

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

し

て

も

、

形

式

的

な

理

解

に

と

ど

ま

り

、
「

総

合

分

割

」

が

本

当

は

何

の

現

象

な

の

か

は

見

通

せ

な

か

っ

た

と

言

う

の

で

あ

る

。

で

は

、

ハ
イ

デ

ガ

ー

は

こ

れ

を

ど

う

考

え

る

の

か

。
「
解

釈

」

の

現

象

と

考

え

る

の

で

あ

る

。

そ

の

徴

表

は

「
あ

る

も

の

と

し

て

の

あ

る

も

の

（
ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
　
ａ
ｌ
ｓ
　
ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
）
」
と
言
わ
れ
る
（
Ｓ
Ｚ
，
ｐ
．
１
５
９
)
°
自
分
の
経
験
に
お
い

て

了

解

さ

れ

て

い

る

内

容

が

、

何

物

か

を

視

点

〈

と

し

て

〉

集

約

さ

れ

る

の

が
解
釈
で
あ
る
。
例
え
ば
〈
こ
の
バ
ラ
は
赤
い
〉
と
い
う
陳
述
は
、
〈
赤
い

バ

ラ

と

し

て

の

、

こ

れ

〉

と

い

う

解

釈

に

基

づ

く

。

こ

の

解

釈

の

く
と

し

て

〉

は

、

色

の

分

節

化

を

背

景

に

し

た

〈
赤

〉
、

植

物

種

の

分

節

化

な

ど

そ

の
時
々
の
関
心
に
よ
る
諸
事
物
の
分
節
化
を
背
景
に
し
た
〈
バ
ラ
〉
と
い
う

予
め
の
方
向
性
を
持
っ
た
了
解
内
容
を
構
成
し
た
―
―
「
総
合
分
割
」
し
た

―
―
と
い
う
徴
表
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
内
容
を
さ
ら
に
命
題
的
に
構
成
し
た

の

が

「

陳

述

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

。

従

っ
て

、
主
語
と
述
語
が
統
一

さ
れ
、
命
題
が
命
題
と
し
て

理
解

さ
れ
る

の
は
、
了
解
－

解
釈
と
い
う
主
体

の
場
の
自
己
形
成

に
よ
る
。
こ
の
こ
と
を

見
て
取

る
な
ら
ば
、
命
題
を
事
物
的

な
も
の
と
み
な
し
、
命
題
を
構
成
す
る

語

に
対
応
す
る
事
物
の
連
結
を
考
え

る
こ
と
が
、
転
倒
し
た
見
方
で

あ
る
こ

と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
抽
象
化
し
対
象
化
し

た
結
果
見
い
だ
し
た
も
の
を
、

最

初
の
事
態
と
す
る
転
倒
で

あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
の
転
倒
は
あ
る
意
味

に
お
い
て
不
可
避
で
も
あ
る
。
物

事
を
対
象
化
し
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
限
り
、
不
可
避
で
あ
る
。
た
だ
そ

れ
が
転

倒
で
あ

る
こ
と
の
忘
却

が
、
問

題
な
の
で

あ
る
。

ハ
イ
デ

ガ
ー
が

「
陳
述
」

を
批
判
す
る
の
も
、
己
自
身
の
著
作
が
「
陳
述
」
の
集
成
で
あ
り
、

あ
る

い
は
、
そ
う
理
解

さ
れ
る

か
ら
で

あ
ろ

う
。
そ

れ
故

に
、
彼

は
「
陳

述
」
で

あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
そ
れ
が
何

に
由
来
し
、
何
故

に
転
倒

的
な
の
か
を
分
析
す
る
の
で

は
な
い
か
。

ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
陳
述
が
了
解
－

解
釈

に
根
ざ
す
派
生
態
で

あ
る
こ
と
を
、

次
の
よ
う
な
例
で
示
す
。
「
こ
の

ハ
ン
マ
ー
は
重
す
ぎ
る
」
と
い
う
言
明

は
、

日
常
的
配
慮
の
一
場
面
に
お
い
て

「
別

の

ハ
ン
マ
ー
を
く
れ
」
と
い
う
意
味

で

も
あ
り
う
る
。
言
明
の
意
味
は
、
そ
の
つ
ど

の
解
釈
的
状
況
に
お
い
て
別

様
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
言
明
を
「
こ
の

ハ
ン
マ
ー
は
重

い
性
質
を
持
つ
」

と
い
う
陳
述
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、
日
常

的
な
様

々
な
解
釈
と
同
列
で

は

な
い
。
陳
述

に
お

い
て
は
、
日
常
的
配
慮

に
お
け

る
道
具

〈
と
し
て
〉

捉
え

ら
れ
て
い
た

ハ
ン
マ
ー
が
、
何
か
物
体
的
な
も
の

く
と
し
て
〉
立
て

ら
れ
る

と
い
う
変
容
が
起
こ
る
。
命
題
を
主
語

的
な
も

の
と

述
語
的
な
も
の
と
の
結



合
と
見
る
見
方
も
、
「
配
視
的
な
解
釈
の
根
源
的
な
〈
と
し
て
〉
を
、
事
物

的
存
在
性
の
規
定
の
〈
と
し
て
〉
に
水
平
化
す
る
こ
と
」
（
Ｓ
Ｚ
（
ｐ
．
１
５
８
）
に

基

づ
く

と

ハ
イ

デ

ガ
ー

は
分

析

す

る
。

ハ
イ

デ

ガ

ー

は
、

こ

の

水

平

化

に

よ

る

理
解

の
仕

方

を

全

面

的

に
否

定

す

る

の
で

は

な

い
。

た
だ

、

命

題

を
表

象

や

概
念

の
結

合

分

離

と

考

え

て

論

理

計

算

の
対

象

と
す

る
こ

と

も

、
物

事

を

対

象
化

し

算

定

す

る

こ

と

も

、

了

解
－

解

釈
と

い

う
主

体

の
場

に
根

を

持

っ

て

い

る

の

だ
と

い
う

こ

と

の
忘

却

を
批

判

す

る

の

で
あ

る
。

結

び
　

な

ぜ

陳

述

は

批

判

さ

れ

ね

ば

な

ら

な

い

か

？

本
稿

で

は
、

三

人

の

思

索

者

に

よ

る

陳

述

の

、
即

ち

主

語

述

語

結

合

と

し

て

理
解

さ

れ

た

言

語

運

用

に
対

す

る
批

判

の
概

要

を
辿

っ
て

み

た
。

三

人

の

さ
し

あ

た
り

当

面

し

て

い

た
問

題

は
そ

れ

ぞ
れ

違

う

に
も

拘

わ
ら

ず

、

め

ざ

し
て

い

る
同

じ

地

点

の

よ

う

な
も

の

を

予

感
で

き

る

よ

う

に
思

う

。

時

枝

は

言
語

の
形

成

過

程

を

、

西

田

は

知

の

生

成

を

、

ハ
イ

デ

ガ

ー

は

存

在

の

意

味

を

追
究

す

る
過

程

で

、

同

じ

く

陳

述

を

問

題

に

し

て

い

る

。

そ

れ

は

彼

ら

が

、

追

究
す

る
も

の

を

主

体

的

に
経

験

す

る

ま

ま

に

把

握

し

よ

う

と

い

う

共

通

の

志

向

を
持

ち
、

し

か
も

こ

の
把

握

が
妨

げ

ら

れ

る

可

能

性

を

ま

さ

に

そ

の

言

語
化

自

身

の
内

に
見

い
だ

す

か
ら

で

あ

る

。

だ

が

、

な

ぜ

言
語

化

に

困

難

が

あ

る

の

か
。

今

ま

で

何

度

も

、

主

体

的
遂

行

の
内

か

ら

の

探

究

と

い

う

こ

と

を

言

っ
た

。

し

か
し

、

我

々
が

自

分

の

経

験

の
内

か

ら

も

の

を

見

、

経

験

に

即

し

て

書

く

と

い
う

の

は
、

当

然

の

こ

と

で

は

な

い

の

か

。

そ

こ

に

何

の

困

難

が

あ

る

と

い
う
の
だ
ろ

う
。
こ

と
さ
ら

に
問
題

に
す
る
か
ら
、
問
題

に
な
る
だ
け
で
は

な
い
の
か
。

現

に
あ
る
が
ま

ま
で
い
い
の
な
ら
、
確
か
に
そ
の
通
り
だ
ろ
う
。
だ
が
、

彼
ら
の
問

い
は
や

は
り
、
あ
り

の
ま
ま
の
言
語
・
知
・
存
在
と

は
何

か
と

い

う
突
出
し

た
問
い
な
の
で

あ
る
。
彼
ら

は
、
あ
り
の
ま
ま

の
経
験

の
内

に
、

よ
り
あ
り
の
ま
ま
、
究
極
の
あ
り

の
ま
ま
の
可
能
性
を
見

よ
う
と
す

る
の
で

あ
る
。
西

田
が
「
知
的
直
観
」
と

い
う
語
で
言
お
う
と
し

た
よ
う

な
「
純
粋

経
験
」
を
考
え
る
と
よ
い
。
そ
れ
は
言
語

に
汚
染
さ
れ
る
以
前

の
赤
子
の
無

垢
さ
で
は
な
く
、
言
語
の
汚
染
を
か
い
く
ぐ
り
突
き

破
っ
た
無
垢

さ
と
で
も

言
う
べ
き

も
の
で

あ
る
。

彼
ら
が
め
ざ
し

た
の
は
陳
述
の
否
定
で
は
な
か

っ
た
と
思

う
。
学
的
探
究

は
陳
述
の
集
成
で
あ
る
。
学
的
探
究

は
、
物
事
を
対

象
化
し

、
客

観
的

に
陳

述
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
し
て
、
眼
差
し
が
よ
り
存
在
の
事

態
の
中

に

入

っ
て
行
く
た
め
に
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
つ
ど
の
陳
述
自
体

に

と
ら
わ
れ
て
眼
差
し
を
曇
ら
せ
て
は
な
ら

な
い
の
だ
。
結
局
陳
述
の
批
判

と

は
、
自
分
の
経
験
の
眼
差
し
が
先
へ
と
延

び
て
い
く
の
を
妨

げ
停
滞
さ
せ
る

言
語
的
固
着
を
断
ち
切

っ
て
、
い
わ
ば
無
垢

な
る
陳
述
を
め
ざ
す
こ
と
で

は

な

い
だ
ろ
う
か
。

引
用
文
献
名
と
〔
略
記
〕
　一
覧

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
学
概
論
』
一
九
三
六
年
、
宝
文
館
。〔
概
論
〕

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
　
正
篇
』
　
一
九
四
一
年
、
岩
波
書
店
。〔
原
論
〕



西

田

幾

多

郎

『

善

の

研

究

』
　

岩

波

文

庫

。

〔

善

〕

西

田

幾

多

郎

全

集

第

五

巻

『

一

般

者

の

自

覚

的

体

系

』

岩

波

書

店

。

〔

全

集

第

五

巻

〕

西

田

幾

多

郎

哲

学

論

文

集

Ｉ

『

場

所

・

私

と

汝

』
　

岩

波

文

庫

。

〔

場

所

〕

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
（
∃
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
）
　
ａ
［
m
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｃ
ａ
］

ハ

イ

デ

ガ

ー

『

存

在

と

時

間

（
Ｓ
ｅ
ｉ
ｎ

 
ｕ
ｎ

ｄ

　
Ｚ
ｅ

ｉ
ｔ
）

』

一

九

二

七

年

’
　
Ｍ

ａ
ｘ

Ｎ
ｉ
ｅ
ｍ
ｅ
ｙ
ｅ
ｒ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
ｌ
ａ
ｇ
〔
s
Ｎ
〕

（

１

）
　

日

本

語

の

語

分

類

の

歴

史

に

関

し

て

は

、

鈴

木

一

彦

『

日

本

文

法

本

質

論

』

（

一

九

七

六

年

、

明

治

書

院

）

中

の

論

文

「

語

分

類

の

歴

史

と

学

説

」

を

参

照

。

「

陳

述

論

争

」

に

関

し

て

は

、

大

久

保

忠

利

『

増

補

版
　

日

本

文

法

陳

述

論

』

（

一

九

八

二

年

、

明

治

書

院

）

を

参

照

。

ま

た

、

こ

の

論

争

に

お

け

る

主

要

な

論

文

は

服

部

他

編

『

日

本

の

言

語

学
　

第

三

巻
　

文

法

Ｉ

』

（

大

修

館

）

に

収

録

さ

れ

て

い

る

。

（

２

）
　

こ

の

言

い

方

の

典

拠

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

『

霊

魂

論

（

Ｄ
ｅ

　
ａ
ｎ

ｉｍ

ａ

ｌ

の

４
３
０
ａ
２
７
及
び
4
3
0
b
に
あ
る
。
な
お
「
総
合
と
分
割
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ

ー

の

解

釈

は

、

『

存

在

と

時

間

』

公

刊

に

至

る

時

期

の

講

義

。

そ

れ

以

後

の

講

義

で

も

な

さ

れ

て

い

る

。

特

に

一

九

二

九

年

上

二
○

年

の

冬

学

期

の

講

義

「

形

而
上
学
の
根
本
諸
概
念
（
Ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｂ
ｅ
ｇ
ｒ
ｉ
ｆ
ｆ
ｅ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｋ
）
　
』
（
全
集
二

九

／

三

〇

巻

）

の

ｐ
.
 ４
５
５

以

下

に

詳

し

い

。

（

さ

が

ら

・

つ

と

む

、

哲

学

、

東

洋

大

学

講

師

）
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