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本
書
は
、
著
者
が
こ
こ
十
年
間
に
執
筆
し
た
〈
解
釈
学
的
哲
学
〉
関
連
の
論
文
を
中
心
に
編
ま
れ
た
論
文
集
で
あ
る
。
著
者
自
身
は
「
ま
え
が
き
」

で
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
を
「
現
代
に
お
け
る
解
釈
学
的
な
哲
学
の
可
能
性
を
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
た
試
み
の
軌
跡
」
で
あ
る
と
総
括
し
た

う
え
で
、
こ
う
し
た
試
み
が
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
を
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
限
定
し
て
い
る
。

「
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
現
代
の
解
釈
学
的
哲
学
と
、
解
釈
学
に
哲
学
と
し
て
の
資
格
を
付
与
す
る
う
え
で
決
定
的
な
役
割
を
果

付

論

存
在
問
題
の
た
め
に

第
七
章

実
践
と
理
解

i
実
践
の
問
題
へ
の
解
釈
学
的
接
近
の
試
み

第
六
章

歴
史
か
ら
歴
史
を
超
え
る
も
の
ヘ

第
五
章

第
四
章

第
三
章

第
二
章

第
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章

序

章

書
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学
と
し
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解
釈
学
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成
と
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解
釈
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と
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事
実
と
解
釈
|
ー
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解
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」
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と
そ
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と
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と
映
る
に
ち
が
い
な
い
。

「
哲
学
」
と
い
う
も
の
が
、
他
の
諸
学
か
ら
明
確

た
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
継
承
と
乖
離
の
関
係
が
、
現
代
に
お
け
る
哲
学
の
可
能
性
を
考
え
る
う
え
で
避
け
る
こ
と
の
で

き
な
い
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
…
…
。
優
れ
て
現
代
的
な
性
格
を
帯
び
る
解
釈
学
的
哲
学
は
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
基
礎
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
な
し
た
人
間
的
現
存
在
の
分
析
に
或
る
面
で
負
い
な
が
ら
も
、
彼
の
思
惟
の
主
題
で
あ
る
存
在
へ
の
問
い
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
と
い
う
こ
と
も
、

ま
た
そ
れ
に
対
し
て
正
面
か
ら
批
判
的
な
反
省
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
も
今
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
理
解
と
解
釈
と
い
う
思

惟
の
形
式
的
な
側
面
の
構
造
分
析
に
重
心
を
お
く
解
釈
学
的
哲
学
は
、
や
や
も
す
れ
ば
哲
学
的
思
惟
の
内
実
を
喪
失
し
て
い
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も

否
め
な
い
。
·
…
•
•
そ
れ
ゆ
え
筆
者
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
思
惟
と
解
釈
学
的
思
惟
と
の
よ
り
適
切
な
結
び
つ
き
の
可
能
性
を
探
り
、
そ
こ
か
ら
解
釈
学

的
思
惟
に
対
し
て
哲
学
的
内
実
を
現
代
に
可
能
な
仕
方
で
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
ま
た
、
同
時
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
に
対
し
て
解
釈
学
的
視
点
か
ら
反
省
を
加
え
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。
」

つ
け
加
え
る
言
葉
が
な
い
く
ら
い
、
朋
確
に
限
定
さ
れ
た
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
分
析
作
業
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
と
解
釈
学
的
な
思
惟
と

を
そ
れ
ぞ
れ
が
お
の
れ
の
限
界
に
接
す
る
地
点
で
批
判
的
に
交
差
さ
せ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
つ
ね
に
最
終
的
に
は
、
「
哲
学
的
に
思
惟
す
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
現
代
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
可
能
性
と
い
う
問
題
に
収
倣
し
て
ゆ
く
。
著
者
の
論
考
が
、
（
広
い
意

味
で
の
）
現
象
学
的
11

解
釈
学
的
思
考
に
な
じ
み
の
な
い
読
者
に
も
あ
る
種
の
喚
起
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
は
、
と
き
に
密
教
的
と
す
ら
い
え
る

思
考
の
法
悦
に
堕
す
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
り
う
る
哲
学
的
思
考
に
《
隠
喩
》
が
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
侵
入
し
て
く
る
こ
と
を
で
き
る
か
ぎ
り
回
避
し

よ
う
と
い
う
思
考
態
度
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
や
は
り
、
著
者
の
問
い
が
つ
ね
に
、
「
現
代
に
お
い
て
な
お
固
有
の
哲
学
的
思
惟
が
可
能
か
」
と
い
い

う
根
源
的
な
問
い
に
接
ぎ
木
さ
れ
て
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
実
際
、
思
惟
と
い
う
も
の
が
そ
の
根
底
か
ら
し
て
歴
史
的
に
制
約
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
釈
学
的
哲
学
か
ら
突
き
つ
け
ら
れ
て
き
た
著
者
に
と
っ
て
、

〈
知
〉
の
有
限
性
が
、
そ
れ
自
身
が
有
限
的
な
も
の
で
あ
る

〈
知
〉
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
掘
り
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
深
い
矛
盾
に
直
面
す
る
こ
と
な
く
、

に
区
別
さ
れ
る
（
し
か
も
よ
り
基
礎
的
な
）
学
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
と
今
な
お
考
え
う
る
と
い
う
の
は
、
無
感
覚
を
超
え
て
も
は
や
一
種
の
闊
着
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す
る
の
だ
」
と
著
者
は
言
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
被
解
釈
性
」

「
超
越
と
解
釈
」
と
い
う
表
題
か
ら
す
で
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
著
者
の
思
考
は
、

ラ
ス
テ
ィ
ヴ
な
契
機
の
あ
い
だ
を
、
強
度
の
緊
張
感
を
も
っ
て
往
復
す
る
。
出
発
点
と
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
理
解
、
そ
し
て
そ
う
い
う
世
界

と
関
わ
っ
て
い
る
自
己
自
身
の
理
解
が
歴
史
的
な
制
約
の
な
か
で
働
き
だ
す
こ
と
へ
の
反
省
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
反
省
そ
れ
自
体
も
さ
ら
に

歴
史
的
制
約
の
下
に
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
自
乗
さ
れ
た
反
省
で
あ
る
。
世
界
が
つ
ね
に
す
で
に
解
釈
さ
れ
た
も
の
と
し
て
一
定
の
意
味
地
乎
の
な
か

へ
と
現
出
し
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
い
う
地
乎
へ
の
反
省
は
、
た
ん
な
る
歴
史
的
11

文
化
的
な
地
乎
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
「
そ
れ
ら
の

意
味
に
先
立
っ
て
、
そ
も
そ
も
存
在
者
を
そ
の
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
出
会
わ
し
め
て
い
る
地
平
」
で
あ
る
存
在
論
的
地
平
と
し
て
も
問
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
有
限
性
や
地
乎
性
、
歴
史
性
と
い
う
概
念
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
思
考
の
遂
行
そ
の
も
の
が
「
解

釈
学
」
と
し
て
の

P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
r
e
n

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

〔
世
界
が
理
解
の
地
平
と
し
て
す
で
に
先
行
的
に
解
釈
さ
れ
て
あ
る
こ
と
〕
を
ま
さ
に
被
解
釈
性
と
し
て
解
釈

す
る
と
き
の
、
そ
の
「
と
し
て
」
が
帰
属
す
る
次
元
を
解
釈
学
的
に
確
保
す
る
こ
と
（
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
被
解
釈
性
の
地
平
の
外
へ
出
る
こ
と
）

は
、
解
釈
を
可
能
に
し
て
い
る
意
味
地
平
そ
の
も
の
が
立
ち
現
れ
て
く
る
場
（
地
乎
の
「
根
底
」
）
そ
の
も
の
を
解
釈
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
ゆ
え
に
、
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
世
界
の
現
出
が
ま
さ
に
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
可
能
に
な
っ
て
く
る
場
へ
の
問
い
の
発
生
、
つ

ま
り
、
理
解
に
と
っ
て
自
己
の
地
盤
と
し
て
の
「
被
解
釈
性
」
が
問
題
化
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
被
解
釈
性
」
自
体
の
変
容

と
し
て
、
す
な
わ
ち
世
界
と
自
己
の
存
在
の
変
容
と
し
て
生
起
し
て
し
ま
う
。
解
釈
学
的
思
考
は
こ
う
し
て
お
の
れ
の
臨
界
点
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
一
章
か
ら
第
三
章
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
こ
う
し
た
《
有
限
性
》
の
諸
契
機
は
、
さ
ら
に
第
六
章
で
は
、
哲
学
的
な
思
考
が
歴
史
的
な

も
の
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
歴
史
を
超
え
る
も
の
に
た
え
ず
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
の
、
相
互
媒
介
的
な
運
動
の
分
析
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
世
界
が
現
出
す
る
そ
の
意
味
地
平
は
歴
史
的
に
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
地
平
自
体
の
根
拠
に
つ
い
て
は
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
欠
如
的
な
仕

方
で
し
か
示
さ
れ
え
な
い
と
し
な
が
ら
、

「
こ
の
よ
う
な
有
限
性
に
根
‘
、
つ
く
こ
と
が
、
逆
に
多
様
な
意
味
地
平
に
対
す
る
開
放
さ
れ
た
意
識
を
可
能
に

《
超
越
》
と
《
有
限
性
》
と
い
う
経
験
の
二
つ
の
コ
ン
ト
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こ
う
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
、
《
超
越
》
の
問
題
が
前
面
に
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
思
惟
が
、
み
ず
か
ら
が
よ
っ
て
立
つ
地
盤
な
い
し
は
基
底
と
な
る

次
元
へ
と
問
い
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
有
限
的
な
解
釈
学
的
思
惟
が
、
み
ず
か
ら
の
有
限
性
を
そ
れ
自

身
の
思
惟
の
限
界
内
で
、
そ
の
基
底
か
ら
ど
の
よ
う
に
自
己
認
識
に
も
た
ら
す
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
二
十
世
紀
の
哲
学
に
関
し
て
、
そ
の
「
言

語
論
的
転
回
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
言
語
と
い
う
、
思
考
の
媒
体
そ
の
も
の
へ
の
反
省
を
解
釈
学
的
思
考
は
現
代
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な

試
み
と
と
も
に
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
解
釈
学
的
思
考
は
そ
う
い
う
媒
介
が
起
こ
る
場
そ
の
も
の
（
「
存
在
論
的
な
場
」
）
へ
の
問
い
に
よ
り
強

く
問
い
を
向
け
る
。
あ
る
い
は
、
深
め
る
。
地
乎
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
根
拠
と
し
て
の
存
在
論
的
な
場
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
存
在
論
そ
の
も
の
）

が
転
化
し
、
変
容
し
て
ゆ
く
よ
う
な
次
元
に
問
い
が
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
が
歴
史
を
論
じ
る
と
き
も
、
言
語
を
論
じ
る
と
き
も
、
存
在
を
論

じ
る
と
き
も
、
眼
は
あ
き
ら
か
に
そ
う
い
う
次
元
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（
「
付
論
」
の
《
存
在
》
論
で
は
、
存
在
は
「
存
在
者
を
朋
め
る
場
所
」
で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
う
い
う
場
が
た
え
ず
生
起
す
る
と
い
う
そ
の
「
動
性
」
そ
の
も
の
を
さ
す
こ
と
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
）
。

『
存
在
と
時
間
』
で
取
り
組
ま
れ
る
（
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
の
地
平
を
開
く
た
め
の
）
基

本
書
の
こ
の
よ
う
な
モ
テ
ィ
ー
フ
と
と
も
に
、
評
者
が
強
く
関
心
を
引
か
れ
た
の
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
公
刊
に
先
立
つ
一
九
一
九
年
か
ら
二
三

年
に
か
け
て
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
の
講
義
録
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
時
期
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
(
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
d
e
r
 
F
a
k
-

tizitat)
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
存
在
論
か
ら
、

礎
的
存
在
論
へ
の
移
行
、
そ
こ
に
モ
テ
ィ
ー
フ
の
ど
の
よ
う
な
転
換
、
あ
る
い
は
思
考
の
ど
の
よ
う
な
ず
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
、
「
情
態
性
」
、
「
死
」
、

「
時
問
性
」
と
い
う
新
た
な
概
念
の
通
入
が
何
を
意
味
す
る
か
を
、
ペ
ゲ
ラ
ー
、
ベ
ッ
カ
ー
、
ゲ
ー
ト
マ
ン
、
キ
ッ
ー
ル
ら
の
解
釈
を
区
分
け
し
な
が

ら
、
き
わ
め
て
詳
細
に
跡
づ
け
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
カ
ン
ト
を
は
じ
め
と
し
て
近
代
哲
学
に
み
ら
れ
る
「
事
実
」
概
念
の
多
義
性
の
指
摘
も
朋
快
で

さ
ら
に
も
う
一
点
、
第
五
章
で
展
開
さ
れ
る
、
近
代
哲
学
に
お
け
る
〈
超
越
〉
概
念
（
な
ら
び
に
〈
超
越
論
的
〉
と
い
う
概
念
）
の
帰
趨
を
跡
づ
け
た

議
論
も
哲
学
史
的
解
釈
と
し
て
き
わ
め
て
啓
発
的
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
な
思
惟
に
お
い
て
、
思
惟
が
関
わ
る
〈
超
越
〉
は
一
種
の
二
極

分
解
を
引
き
起
こ
す
。
つ
ま
り
「
思
惟
に
対
す
る
外
界
の
超
越
性
」
と
「
表
象
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
思
惟
の
超
越
性
」
と
へ
の
分
極
化
で
あ
る
。
し

あ
る
。
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そ
う
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
一
種
の
循
環
的
運
動
の
う
ち
に
そ
の
特
性
を
有
し
て
い
る
」
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
解
釈
学
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な

「
対
象
と
し
て
の
存
在
者
一
般
に
対
す
る
主
体
性
の
存
在
論
的
優
位
と
し
て
の
超
越
」
を
破
棄
し
よ
う
と
し
つ
つ
も
、

な
お
解
釈
学
が
超
越
論
的
哲
学
の
ひ
と
つ
の
極
限
と
し
て
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
害
は
主
体
性
(
S
u
b
,
 

j
e
k
t
i
v
i
t
a
t
)

の
哲
学
と
い
う
位
相
に
お
け
る
近
代
哲
学
の
大
い
な
る
総
括
の
書
と
も
な
っ
て
い
る
。

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

て
い
こ
う
と
す
る
の
も
、
超
越
論
的
哲
学
が
こ
の
よ
う
に
、

係
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、

か
し
そ
こ
に
お
い
て
は
、

し
か
し
こ
の
あ
い
だ
に
真
に
内
的
な
関

「
思
惟
の
有
限
性
と
、
主
体
と
し
て
の
思
惟
に
割
り
当
て
ら
れ
た
超
越
性
と
が
外
的
な
関
係
に
留
ま
っ
て
」
い
る
（
こ
れ
は

「
〔
そ
の
〕
超
越

(
t
r
a
n
s
'
）

ま
さ
に
、
主
体
に
お
け
る
《
有
限
性
》
と
《
超
越
性
》
と
い
う
、
先
に
指
摘
し
た
二
契
機
の
分
離
で
あ
る
）
。

は
、
経
験
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
原
理
的
に
先
な
る
こ
と
、
超

え
る
こ
と
を
、
し
か
も
経
験
の
彼
方
に
で
は
な
く
、
経
験
そ
れ
自
身
の
成
立
す
る
場
所
そ
の
も
の
へ
と
（
そ
の
意
味
で
、
経
験
の
根
底
へ
と
）
超
え
て

い
く
こ
と
を
意
味
す
る
」
は
ず
だ
と
い
う
。
著
者
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
と
解
釈
学
的
哲
学
と
を
あ
く
ま
で
相
互
批
判
的
に
、
相
互
媒
介
的
に
継
承
し

「
そ
の
対
象
の
開
示
が
常
に
自
己
自
身
の
開
示
に
し
て
甚
礎
づ
け
で
も
あ
り
、
か
つ
ま
た

（
大
阪
大
学
文
学
部
助
教
授
）




