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大
切
な
他
者
の
哲
学
を
物
語
を
込
め
て
眺
め
る

　

本
書
で
は（
１
）、

野
矢
が
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
の
う
ち

か
ら
主
要
な
諸
テ
ー
マ
（
物
語
論
、
知
覚
、
実
在
性
、
意
味
、
他
者
性
そ

し
て
意
図
に
つ
い
て
の
諸
問
題
）、
お
よ
び
、
さ
ら
に
応
用
的
な
主
題
と

し
て
の
自
由
や
自
己
知
の
問
題
が
選
ば
れ
、
そ
の
各
論
が
比
較
的
独
立
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
る（
２
）。

各
論
考
で
扱
わ
れ
る
の
は
ど
れ
も
、
野
矢
が
さ
ま

ざ
ま
な
箇
所
で
論
じ
て
い
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
そ
れ

ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
各
論
者
の
地
点
か
ら
眺
め
た
も
の
と
し
て
、
つ

ま
り
野
矢
の
論
考
を
そ
れ
ぞ
れ
論
者
の
観
点
か
ら
眺
望
地
図
に
描
き
込
む

営
み
と
し
て
読
む
と（
３
）、

と
て
も
楽
し
い
。
そ
の
地
図
に
は
、
野
矢
の
各
論

が
も
ち
ろ
ん
重
要
な
道
標
と
し
て
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
尽
き

な
い
。そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
に
野
矢
が
応
答
し
て
い
る
が
、野
矢
の
応
答
は
、

各
論
考
が
自
分
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
正
解
で
あ
る
か
ど

う
か
を
評
価
す
る
よ
り
、
野
矢
自
身
が
大
事
に
し
て
き
た
諸
テ
ー
マ
に
つ

い
て
、
議
論
が
前
進
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
よ
う
に
読
め

る
。
こ
こ
に
、
こ
の
本
の
重
要
な
価
値
が
あ
る
。

　

本
書
評
で
は
、
全
て
の
論
題
を
網
羅
的
に
論
じ
る
紙
幅
は
な
い
の
で
、

野
矢
に
よ
る
素
朴
実
在
論
に
着
目
し
て
巻
末
の
野
矢
論
文
の
理
解
を
試
み

る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
観
点
か
ら
各
論
文
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　

野
矢
に
よ
れ
ば
素
朴
実
在
論
は
、
私
た
ち
が
「
ほ
と
ん
ど
の
場
合
『
意

識
』
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
は
し
な
い
」
こ
と
、
そ
し
て
目
の

前
の
机
を
私
が
み
て
い
る
と
き
に
、「
こ
こ
に
は
た
だ
机
が
あ
る
だ
け
で

あ
り
、
何
か
机
の
知
覚
イ
メ
ー
ジ
と
か
意
識
と
呼
び
う
る
よ
う
な
も
の
が

そ
の
机
と
別
立
て
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
「
日
常
的

な
実
感
」
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る（
４
）。

こ
の
よ
う
な
素
朴
実
在
論
は
、
個

体
が
主
体
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
す
る
。
問
題
は
、
そ
の
よ
う

な
個
体
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問

い
が
発
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
野
矢
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
実
在
論
を

検
討
の
上
、
思
考
不
可
能
な
も
の
の
実
在
に
同
意
す
る（
５
）。
と
は
い
え
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
る
こ
と
も
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
（
つ
ま
り

「
信
仰
」
と
呼
び
う
る
）
と
論
じ
る（
６
）。
評
者
も
思
考
不
可
能
な
も
の
の
実

在
論
を
擁
護
し
た
い
が
、
野
矢
が
合
わ
せ
て
引
き
受
け
る
性
質
の
実
在
論

〔
書
評
〕

金
杉
武
司
・
塩
野
直
之
・
髙
村
夏
輝
編

『
野
矢
哲
学
に
挑
む　

批
判
と
応
答
』

上
田
知
夫
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は
拒
否
し
た
い（

７
）。

眺
望
論
に
し
た
が
え
ば
、
私
は
、
あ
な
た
と
同
じ
地
点

に
立
つ
と
き
、
実
在
す
る
対
象
（
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
、
机
な
ど
な
ど
）

を
同
じ
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
受
け
入
れ
た
い
。
一
方
で

評
者
は
、
野
矢
の
言
う
「
カ
ン
ト
的
」
な
実
在
観
を
採
用
し
た
い
と
考
え

て
お
り
、
実
在
は
論
理
空
間
の
外
に
の
み
あ
る
と
考
え（
８
）、
そ
れ
ゆ
え
性
質

は
実
在
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。
私
た
ち
は
操
作
的
に
働
き
か
け
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
者
が
実
在
す
る（
９
）。
そ
の
意
味
で
、
性
質
は

私
た
ち
の
探
究
の
あ
り
方
に
依
存
し
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
は
私
た
ち
と
独

立
に
は
実
在
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

で
は
実
在
す
る
個
体
は
、
野
矢
の
議
論
で
は
、
私
た
ち
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
相
貌
論
が
重
要
に
な
る
。
山
田
は
、

実
在
の
対
象
と
個
体
と
の
間
に
差
異
を
見
出
し）

（1
（

、
反
転
図
形
の
例
を
検
討

し
な
が
ら
、
相
貌
に
中
立
的
な
対
象
を
切
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
対

象
は
非
概
念
的
な
内
容
に
対
応
す
る
性
質
を
持
つ
と
考
え
る）

（（
（

。
こ
れ
に
対

し
て
野
矢
は
、「
相
貌
に
依
拠
し
て
の
み
対
象
は
同
定
さ
れ
る
と
い
う
最

初
の
プ
ロ
セ
ス
ま
で
し
か
考
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
に
そ
の
相
貌
を
引
き

は
が
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
必
要
性
」
を
認
め
な
い）

（1
（

。
な
ぜ
な
ら
、
野
矢

に
よ
れ
ば
「
対
象
は
必
ず
相
貌
の
も
と
に
あ
る
」
の
で
あ
り）

（1
（

、
他
者
と
共

通
の
相
貌
を
探
っ
て
い
く
こ
と
で
同
一
の
対
象
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
こ
で
、
評
者
の
観
点
か
ら
問
題
に
し
た
い
の
が
、
他
者
の
実
在
で
あ

る
。私
た
ち
の
目
の
前
に
現
れ
る
他
者
は
、個
体
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
者
に
つ
い
て
、
野
矢
は
相
互
に
連
関
し
て
い
る
二
つ
の
契
機
を
見
て
と

る
。
一
つ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
共
通
の
相
貌
を
探
ろ
う
と
す
る
相
手
と
し

て
の
他
者
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
契
機
は
あ
る
人
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
「
他
者
性
」
と
呼
ば
れ
る
予
感
に
よ
っ
て
現
れ
る
他
者
で

あ
る）

（1
（

。
私
に
と
っ
て
他
者
性
を
持
っ
て
現
れ
る
他
者
は
、
私
に
と
っ
て
、

単
一
の
相
貌
の
も
と
で
の
典
型
的
な
物
語
（
あ
る
い
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
）

を
は
み
出
し
て
生
き
て
い
る）

（1
（

。
評
者
は
、
こ
の
二
つ
の
契
機
を
人
称
性
に

よ
っ
て
区
別
し
た
い
と
考
え
る
が
、
ま
ず
は
各
論
者
と
野
矢
の
対
話
を
確

認
し
よ
う
。

　

他
者
と
共
通
の
相
貌
を
探
る
こ
と
は
、
他
者
の
実
在
を
示
す
た
め
に
も

言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
野
矢
の
議
論
で
は
、
他
者
は
、
相
貌
の
他
者
だ

か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
塩
野
は
野
矢
の
他
者
論
を
分
析
す
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

行
為
者
が
他
者
に
対
し
て
持
つ
複
数
の
物
語
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
生
き
る

可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ）

（1
（

、
理
解
不
能
な
他
者
と
の
間
に
一
人
称
単
数
の
私

が）
（1
（

、
共
通
の
相
貌
を
探
そ
う
と
す
る
問
い
を
も
は
や
必
要
な
い
も
の
と
し

て
議
論
す
る）

11
（

。
野
矢
は
、
し
か
し
、
そ
ち
ら
の
方
向
に
は
い
か
な
い）

1（
（

。
な

ぜ
な
ら
野
矢
に
と
っ
て
の
他
者
は
、
出
会
っ
て
も
出
会
わ
な
く
て
も
構
わ

な
い
よ
う
な
そ
ん
な
個
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
他
者
は
、
場
合
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に
よ
っ
て
は
論
理
の
他
者
で
あ
る
可
能
性
で
す
ら
あ
る）

11
（

。
そ
の
よ
う
な
他

者
に
つ
い
て
、
野
矢
に
よ
れ
ば
、
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の

よ
う
な
他
者
は
あ
り
う
る
。
こ
れ
が
本
書
に
収
録
さ
れ
た
野
矢
論
文
の
含

意
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
た
い
こ
と
は
、
私
な
ら
ざ
る
他
者
を
よ
り

適
切
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
私
が
相
互
行
為
す
る
相
手
で
あ
る
と
こ
ろ
の

二
人
称
と
し
て
現
れ
る
あ
な
た
と
、
私
た
ち
が
関
心
を
持
っ
て
観
察
し
、

三
人
称
的
に
現
れ
る
彼
ら
に
区
別
す
る
方
が
、
野
矢
の
探
究
に
と
っ
て
も

適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
き
、
野
矢

が
「
他
者
性
」
と
呼
ぶ
予
感
に
つ
い
て
も
、
単
に
端
的
な
三
人
称
的
他
者

に
対
す
る
他
者
性
と
、
私
に
と
っ
て
あ
な
た
と
し
て
現
れ
る
可
能
性
を
見

て
と
る
他
者
性
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
区
別
す
る

こ
と
で
、
前
述
の
二
つ
の
契
機
の
間
の
関
係
が
よ
り
見
え
や
す
く
な
る
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
評
者
は
、
一
人
称
複
数
的
な
私
た
ち
の
営
み
に
参
与

す
る
あ
な
た
の
問
題
を
重
視
し
た
い
。
二
人
称
の
あ
な
た
と
し
て
私
に
現

れ
る
他
者
の
特
徴
は
、
そ
の
他
者
に
関
す
る
典
型
的
な
物
語
が
な
い
こ
と

で
あ
る）

11
（

。
根
源
的
規
約
主
義
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
通
り
、
言
語
実
践
を

含
む
相
互
行
為
が
な
め
ら
か
に
進
行
し
て
い
る
と
き
に
は
、「
意
味
や
規

則
が
主
体
化
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
盲
目
的
に
何
事
か
を
為

す
だ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る）

11
（

。「
実
践
の
よ
ど
み
に
直
面
し
て
い
な
い
と
し

て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
規
範
性
に
出
会
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
金
杉
が

野
矢
に
帰
属
さ
せ
う
る
と
す
る
の
に
対
し
て）

11
（

、
野
矢
は
、
滑
ら
か
に
相
互

行
為
が
進
ま
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
、
道
標
と
し
て
規
範
的
な
規
則
が
立
て

ら
れ
る
と
（
評
者
の
観
点
か
ら
は
正
し
く
も
）
述
べ
る
が）

11
（

、
そ
の
よ
う
な

道
標
と
し
て
の
規
範
は
典
型
的
な
物
語
は
持
た
な
い
。

　

私
に
と
っ
て
あ
な
た
は
、
相
互
行
為
に
際
し
て
端
的
に
出
会
わ
れ
る
他

者
で
あ
る
。
私
が
あ
な
た
に
出
会
い
、
相
互
行
為
す
る
と
き
、
野
矢
で
あ

れ
ば
、
リ
ン
ゴ
と
同
様
に
「
あ
な
た
は
私
の
前
に
実
在
す
る
」
と
言
う
だ

ろ
う
。
し
か
し
私
に
と
っ
て
、
あ
な
た
は
意
味
づ
け
を
与
え
る
こ
と
な
し

に
実
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
相
互
行
為
が
よ
ど
み
な
く
進
む

と
き
、
あ
な
た
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
私
に
あ
な
た
は
示
さ

れ
て
も
い
な
い
。
そ
う
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
、

本
書
を
読
み
終
わ
っ
た
。

　

哲
学
的
営
み
を
行
う
野
矢
に
あ
な
た
が
出
会
お
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ

な
た
自
身
が
野
矢
の
書
い
た
も
の
に
直
接
あ
た
る
以
外
の
方
法
は
な
い
。

本
書
は
あ
な
た
に
理
解
の
早
道
を
与
え
は
し
な
い
。
し
か
し
本
書
は
野
矢

の
議
論
に
対
す
る
単
な
る
導
入
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む

し
ろ
本
書
が
示
し
て
い
る
の
は
、
哲
学
的
な
営
み
が
対
話
的
な
営
み
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
評
者
に
と
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
本
書

に
寄
稿
す
る
す
べ
て
の
論
者
に
と
っ
て
、
野
矢
は
思
考
に
よ
る
働
き
か
け
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を
待
つ
実
在
で
あ
り
、
私
た
ち
が
関
心
を
寄
せ
る
（
実
在
性
を
持
つ
）
他

者
で
あ
る
。
各
論
者
は
、
他
者
と
し
て
の
野
矢
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
そ
れ

ぞ
れ
の
思
い
を
込
め
て
眺
め
る
。
そ
し
て
あ
な
た
も
そ
う
す
べ
き
で
あ
る

と
誘
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
野
矢
の
思
考
も
ま
た
動
い
て
い
く
は

ず
で
あ
る）

11
（

。

（
Ａ
５
判
上
製
、
三
三
二
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
四
年
五
月
発
行
、
定

価
五
五
〇
〇
円
＋
税
）

（
１
） 

本
書
に
言
及
す
る
際
は
、
以
下
、
端
的
に
章
・
節
・
ペ
ー
ジ
番
号
に
言
及
す
る
。

（
２
） 

さ
ら
に
巻
頭
に
は
、
眺
望
論
と
相
貌
論
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
哲
学
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
解
説
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
野
矢

の
議
論
の
良
い
見
取
り
図
を
あ
た
え
て
お
り
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。

（
３
） 

鈴
木
は
、眺
望
地
図
と
い
う
無
視
点
的
な
把
握
の
あ
り
方
を
批
判
す
る（
第
三
章
）。

評
者
は
、
野
矢
に
同
意
し
て
、
指
標
性
の
可
能
性
の
総
体
と
し
て
の
空
間
が
あ
る

こ
と
に
同
意
し
た
い
。

 

本
書
評
の
観
点
か
ら
は
、
野
矢
が
「
無
視
点
的
な
地
図
に
有
視
点
的
な
眺
望
の
可

能
性
を
描
き
込
ん
だ
」
も
の
と
呼
ぶ
も
の
こ
そ
（
一
一
五
ペ
ー
ジ
）、
本
書
の
あ

り
方
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
４
） 

野
矢
茂
樹
、『
心
と
い
う
難
問
：
空
間
・
身
体
・
意
味
』、
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
、

一
〇
ペ
ー
ジ
。

（
５
） 

三
〇
六
─
三
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
６
） 

三
〇
四
ペ
ー
ジ
。

（
７
） 

概
念
実
在
論
の
拒
否
に
つ
い
て
は
、Jürgen H

aberm
as, „V

on K
ant zu 

H
egel: Zu Robert Brandom

s Sprachpragm
atik“, in W

ahrheit und 

R
echtfertigung: Philosophische A

ufsätze 

（Frankfurt a.M
.: Suhrkam

p, 
1999

）, 138–85

を
参
照
。

（
８
） 

三
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
９
） Ian H

acking, R
epresenting and Intervening: Introductory T

opics in 
the P

hilosophy of N
atural Science 

（C
am

bridge: C
am

bridge 
U

niversity Press, 1983

）.

（
10
） 

第
２
章
、
５
節
。

（
11
） 

第
２
章
、
６
節
。

（
12
） 

八
四
ペ
ー
ジ
。

（
13
） 

八
四
ペ
ー
ジ
。

 

李
は
、「
人
間
は
相
貌
に
対
し
て
も
ま
た
受
動
的
な
あ
り
方
を
す
る
」
と
主
張
す

る
（
一
六
四
ペ
ー
ジ
）。
な
ぜ
な
ら
、
論
理
空
間
は
、
私
た
ち
が
行
為
し
な
が
ら

生
き
て
い
く
行
為
空
間
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
「
習
慣
に
よ
っ
て
端
的
に
無
視
さ
れ
る

可
能
性
」
が
あ
り
（
一
六
四
ペ
ー
ジ
）、
そ
の
意
味
で
私
た
ち
の
行
為
は
「
い
わ

ば
相
貌
に
導
か
れ
、
促
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
（
一
六
五
ペ
ー
ジ
、
圏
点
省
略
）。

野
矢
は
、
実
在
は
非
言
語
的
な
意
味
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
行
為

に
つ
い
て
の
受
動
性
を
拒
否
す
る
（
一
七
二
ペ
ー
ジ
）。

（
14
） 

八
六
ペ
ー
ジ
。

（
15
） 

五
七
ペ
ー
ジ
。

（
16
） 

森
永
は
、
こ
の
よ
う
に
物
語
を
は
み
出
し
て
い
る
も
の
と
し
て
他
者
を
捉
え
る
生

き
方
を
個
体
的
と
呼
び
、
典
型
的
な
物
語
を
は
み
出
さ
な
い
仕
方
で
捉
え
る
生
き

方
を
非
個
体
的
と
区
別
す
る
が
（
第
４
章
、
２
．
３
節
）、
野
矢
は
そ
の
区
別
に

同
意
す
る
（
一
四
三
─
一
四
四
ペ
ー
ジ
）。
し
か
し
、
評
者
は
野
矢
に
賛
成
し
て
、

個
体
性
を
相
貌
と
し
て
捉
え
な
い
。

（
17
） 
解
説
１
、２.

３
節
．
野
矢
、
前
掲
『
心
と
い
う
難
問
』、
一
二
章
。

（
18
） 

第
１
章
、
５
節
。

（
19
） 

島
村
は
、
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
類
比
的
な
意
味
の
問
題
（
野
矢
の
言
う
「
意
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味
の
懐
疑
論
」（
二
九
一
ペ
ー
ジ
））
を
、
相
貌
に
つ
い
て
の
自
己
知
に
訴
え
て
解

決
で
き
る
と
議
論
す
る
（
第
９
章
）
が
、
そ
れ
に
応
え
る
際
に
野
矢
は
「
概
念
使

用
の
能
力
の
自
己
知
に
一
人
称
特
権
」
を
認
め
な
い
と
主
張
す
る
（
二
九
三
ペ
ー

ジ
）。

（
20
） 

第
１
章
、
６
節
。

（
21
） 

五
九
ペ
ー
ジ
。

（
22
） 

二
六
三
ペ
ー
ジ
。

 

こ
れ
は
、
論
理
空
間
の
他
者
の
理
解
可
能
性
を
否
定
す
る
髙
村
に
よ
る
議
論
（
第

８
章
）
へ
の
応
答
で
あ
る
。

（
23
） 

竹
内
は
、
意
図
の
相
貌
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
意
図
の
構
成
テ
ー
ゼ
と
両
立
し
な
い

と
論
じ
る
際
に
（
第
７
章
、
４
節
）、
行
為
の
意
図
に
付
随
す
る
「
可
能
な
障
害

と
調
整
に
関
す
る
物
語
」（
野
矢
茂
樹
、『
哲
学
・
航
海
日
誌
』（
春
秋
社
、

一
九
九
九
年
）、
二
二
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
）
に
注
目
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

物
語
に
は
、
典
型
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
タ
イ
プ
の
物

語
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
の
役
割
を
持
ち
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に
野
矢
が
応
答
で
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
物
語
は
無
数
に
あ
る
可
能
な
物

語
で
は
な
い
（
二
三
五
ペ
ー
ジ
）。

（
24
） 

野
矢
、
前
掲
『
哲
学
・
航
海
日
誌
』、
一
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
25
） 

第
６
章
、
５
．
２
節
（
特
に
一
九
五
ペ
ー
ジ
）。
圏
点
省
略
。

（
26
） 

二
〇
四
ペ
ー
ジ
。

 

評
者
は
、こ
の
道
標
の
設
置
が
討
議
的
な
合
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
考
え
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
な
る
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

（
27
） 

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（24K

04502, 25K
03555

）
お
よ
び
法
政
大
学
現

代
法
研
究
所
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（「
多
元
主
義
的
社
会
」
の
概
念
が
持
つ
現
代

的
な
哲
学
的
射
程
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

本
稿
の
準
備
段
階
に
お
い
て
、
峰
理
哉
、
渡
邉
一
貴
の
各
氏
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
多

く
を
学
ん
だ
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
残
る
誤
り
に
つ
い

て
は
、
当
然
に
評
者
の
も
の
で
あ
る
。


