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こ
う
し
た
経
緯
の
な
か
で
精
神
諸
科
学
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
‘

た
と
え
ば

A
・
コ
ン
ト
や
J
・

s
・
ミ
ル
の
よ
う
に
、
厳
密
な
意
味
で
因
果
律
に
従
う
よ
う
な
人
間
的
諸
現
象
に
関
し
て
の
み
学
と
し
て
の
精
神
科
学
(
い
わ
ゆ
る
社

会
学
〈
コ
ン
ト
〉
や
道
徳
科
学
〈
ミ
ル
〉
)

が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
発
想
は
、
精
神
科
学
を
基

礎
付
け
る
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
自
然
科
学
の
、
精
神
領
域
へ
の
応
用
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
科
学
的
な
合

理
的
普
遍
妥
当
性
の
適
用
で
き
な
い
現
象
は
、

そ
も
そ
も
学
の
対
象
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
自
然
科
学
の
基
礎
を
自
ら
へ
と

転
用
す
る
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
は
、
既
存
の
精
神
科
学
の
営
み
に
対
し
て
基
盤
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
学
の
対
象
領
域

か
つ
変
質
し
た
学
の
理
念
を
投
企
す
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
パ

ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
も
と
で
み
ら
れ
た
人
聞
の
精
神
的
営
み
は
、
自
然
科
学
特
有
の
一
般
性
の
視
点
か
ら
み
ら
れ
法
則
付
け
ら
れ
る
。

を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、

一
定
の
限
定
さ
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
歴
史
主
義
の
流
れ
は
、

そ
の
相
対
主
義
的
な
、
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も

学
と
し
て
の
精
神
科
学
な
い
し
歴
史
科
学
の
成
立
を
危
う
く
す
る
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

以
上
の
よ
う
な
人
間
精
神
の
普
遍
主
義
的

な
見
方
に
対
し
て
、
個
体
な
い
し
個
性
を
重
視
し
、
個
性
を
把
捉
し
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
真
の
人
間
的
学
で
あ
る
と
す
る
見
方
を
培
つ

た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
直
面
し
て
い
た
歴
史
的
状
況
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
自
然
科
学
的
合
理
性
と
普
遍
性
に
解
消
し
え

な
い
人
間
的
生
の
個
性
的
な
営
み
と
諸
現
象
を
、

そ
の
一
回
的
な
歴
史
性
と
社
会
性
の
な
か
で
理
解
し
認
識
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

学
的
営
み
を
哲
学
と
い
う
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
基
礎
付
け
、
精
神
諸
科
学
に
囲
有
の
普
遍
性
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で

あ
る
。そ

の
場
合
、
基
本
的
に
自
然
科
学
の
基
礎
付
け
に
つ
い
て
は
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ
っ
て
も
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
西
南
ド
イ
ツ
学
派
と

同
様
、

カ
ン
ト
の
試
み
を
妥
当
な
も
の
と
し
て
承
認
し
、

そ
の
上
で
カ
ン
ト
の
遺
し
た
歴
史
諸
科
学
に
関
す
る
基
礎
付
け
を
別
個
に
試
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て
規
定
さ
れ
る
原
因
に
つ
い
て
の
知
識
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
か
ら
さ
き
の
考
察
に
出
て
く
る
よ
う
な
、
根
拠
か
ら
帰
結
に
い
た
る

{
1
)
 

必
然
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
必
ず
も
っ
て
い
る
」
と
。

シ
ョ

i
ベ
ン
ハ
ウ
ア
!
の
指
摘
に
従
え
ば
、
学
と
は
、

そ
の
学
を
構
成
す
る
知
の
諸
要
素
の
必
然
的
な
結
合
な
い
し
連
関
の
全
体
で

あ
り
、

そ
の
知
の
結
合
を
可
能
に
す
る
本
質
的
な
共
通
要
素
は
根
拠
律
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

い
い
か
え
れ
ば
、
学
が
学
で

あ
る
た
め
に
は
、
或
る
特
定
の
領
域
の
知
の
す
べ
て
を
統
一
的
な
い
し
体
系
的
に
と
り
ま
と
め
る
原
理
を
必
要
と
し
て
お
り
、

そ
の
原

理
に
よ
っ
て
学
は
初
め
て
学
と
な
る
。
た
と
え
ば
、

原
理
は
、
弁
証
法
的
論
理
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
核
と
な
る
否
定
性
の
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
弁
証
法
的
論
理
そ
の
も
の
を
主
題
的

へ
!
ゲ
ル
の
場
合
な
ら
、
知
の
体
系
性
、
す
な
わ
ち
学
の
体
系
性
を
可
能
に
す
る

に
取
り
出
し
た
も
の
が
「
論
理
学
」
な
の
で
あ
る
。
論
理
学
は

へ
l
ゲ
ル
に
従
え
ば

一
切
の
学
の
原
理
で
あ
り
、
成
立
の
根
拠
と

い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
学
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
二

O
世
紀
に
な
っ
て
も
、
な
お
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば

フ
ッ
サ

i
ル
は
、
学
の
成
立
条
件
と
し
て
、
「
理
論
的
な
意
味
で
の
体
系
的
連
関
」
を
あ
げ
、
そ
こ
に
「
知
識
の
基
礎

付
け
と

い
く
つ
も
の
基
礎
付
け
が
継
起
し
て
い
く
際
の
適
切
な
結
合
と
秩
序
」
が
存
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

(
2
)
 

に
は
、
基
礎
付
け
連
関
の
統
一
が
属
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
「
真
理
の
体
系
的
連
関
」
で
も
あ
り
、
「
無

(
3
)
 

そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
場
合
だ
け
」
な
の
で
あ

「
学
問
の
本
質

数
の
真
な
る
命
題
が
真
理
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
は
、

る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
l
ル
は
、
こ
う
し
た
学
の
基
礎
付
け
作
業
を
、
「
学
問
論
(
耳
目
的
∞

g
R
E岸
田
】
岳

5
こ
と
呼
ぴ
、
内
容
の
う
え
か

ら
は
、
「
論
理
学
」
と
み
な
し
た
。
「
基
礎
付
け
の
諸
連
闘
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
恋
意
と
偶
然
で
は
な
く
、
理
性
と
秩
序
、
す
な
わ

(
4
)
 

ち
規
整
法
則
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
認
識
の
進
歩
は
、
す
べ
て
基
礎
付
け
の
な
か
で
成
就
さ
れ
る
と
み
な
し
た
。
も
ち
ろ
ん
フ
ツ

サ
l
ル
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
学
問
の
特
性
は
、
「
認
識
の
体
系
的
普
遍
性
」
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
厳
密
な
普
遍
学
と
い
う
性
格
が
、



精
神
科
学
に
対
し
て
も
要
求
さ
れ
る
。
彼
は
「
精
神
の
哲
学
」
(
精
神
科
学
の
こ
と
)
を
基
礎
付
け
う
る
の
は
、
彼
の
創
始
し
た
普
遍

(
5
)
 

学
と
い
う
本
質
を
担
う
現
象
学
的
本
質
学
だ
け
だ
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

フ
ッ
サ
l
ル
に
お
い
て
は
、
学

の
基
礎
付
け
と
し
て
の
「
学
問
論
」
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
哲
学
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
学
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
、
諸
連
関
に
お
け

る
知
そ
の
も
の
の
可
能
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
知
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
、
知
を
原
理
付
け
る
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
伝
統
的
に
哲
学
の
本
質
的
な
課
題
と
み
な
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
フ
ッ
サ
i
ル
は
、
伝
統
的
な
学
問

精神科学における基礎付けの概念

観
の
う
ち
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
(
当

5
0
5岳
山
内
在
。
可
。
)
」
に
由
来

ち
な
み
に
、
「
学
問
論
(
当

5
0
5岳
民

E
S
Z
)」
と
い
う
語
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
知
識
学
と
は
、
ま
さ
し
く
知
の
体
系
的
現
出
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

す
る
語
で
あ
る
が

の
意
味
で
、
す
で
に
哲
学
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
体
系
的
連
関
付
け
と
、

そ
れ
を
基
礎
付
け
る
超
越
論
的

根
拠
の
定
立
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
学
の
基
礎
付
け
と
し
て
の
学
問
論
の
理
念
は
、
そ
の
当
初
か
ら
基
本
的
に
は
広

義
で
の
形
而
上
学
的
な
体
制
を
前
提
と
す
る
。
「
広
義
で
の
」
と
述
べ
た
の
は
、
形
而
上
学
が
一
般
に
原
理
上
、
根
拠
と
さ
れ
る
も
の

が
た
と
え
超
越
論
的
主
観
性
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
基
礎
付
け
る
も
の
と
基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
と
の
存
在
者
的
な
二
重
の
連

関
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

そ
の
場
合
原
理
の
超
越
性
は
、
必
ず
し
も
二
世
界
論
的
構
造
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

拠
る
。し

か
し
で
は
、
そ
う
し
た
「
基
礎
付
け
」
な
い
し
「
根
拠
付
け
」
の
思
想
は
、
形
而
上
学
の
根
本
体
制
が
も
は
や
維
持
し
え
な
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
ー
ー
そ
の
理
由
は
、

そ
れ
ほ
ど
明
確
で
も
簡
単
で
も
な
い
が
ー
ー
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と

5 

り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。



6 

「
基
礎
付
け
」
の
概
念

ま
ず
、
「
基
礎
付
け
」
の
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
現
代
的
見
解
の
特
質
を
、
論
究
に
必
要
な
範
囲
内
で
若
干
指
摘
し
て
お
き
た

i
フ
の
面
か
ら
糾
弾
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

に
そ
の
当
の
ニ

l
チ
ェ
自
身
が
再
び
形
而
上
学
的
体
制
を
背
後
に
前
提
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
|
|
二
十
世
紀
に
な
る
と
基
礎
付
け
の

ぃ
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
基
礎
付
け
」
の
思
想
の
も
つ
欺
繭
性
を
、
そ
の
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
特
性
に
関
し
て
モ
テ
イ

ハ
イ
デ
ガ
!
の
解
釈
に
従
う
と
、
皮
肉
な
こ
と

-一l
チ
ェ
で
あ
る
が
、

ー
ー
ー
、
も
つ
〉
丁
色
、

思
想
そ
の
も
の
不
可
能
性
が
、
そ
の
形
式
的
な
側
面
か
ら
様
々
な
形
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
と
え
ば
、
後
の
論
理
実
証
主
義
的
な
批
判
の
基
礎
を
与
え
た
初
期
の
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
文
法
的
か
つ
意
味
論
的
に
有

意
な
も
の
以
外
に
は
学
問
的
あ
る
い
は
思
考
の
上
で
の
位
置
価
を
認
め
ず
、
し
た
が
っ
て
有
意
な
表
現
領
域
を
逸
脱
す
る
形
而
上
学
的

根
拠
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
基
礎
付
け
」
の
思
想
を
哲
学
領
域
か
ら
排
除
す
る

こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
彼
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
思
想
の
全
体
が
哲
学
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
基
礎
付
け

的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
は
あ
る
が

一
方
で
基
礎
付
け
の
思
想
が
、
肯
定
的
な
場
合
に
も
否
定
的
な
場

合
に
も
同
様
に
作
用
す
る
、
あ
る
い
は
作
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
興
味
深
い
事
情
を
示
唆
す
る
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
後
の

カ
ル
ナ
ッ
プ
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
形
而
上
学
的
根
拠
の
定
立
と
い
う
意
味
で
の
基
礎
付
け
は
、
原
則
上

ナ
ン
セ
ン
ス
な
営
み
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
記
の
批
判
は
、
主
に
言
語
の
語
法
上
の
形
式
的
機
能
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
思
考
の
論
理
的
な
側
面
か
ら
、
基
礎
付
け
の
思
想
の
不
可
能
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
例
の
ハ
ン
ス
・
ア
ル
パ

l
ト
で
あ

っ
た
。
彼
が
批
判
的
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
提
示
し
た
「
ミ
ュ
ン
ヒ
ハ
ウ
ゼ
ン
・
ト
リ
レ
ン
マ
」
は
、
極
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
た



基
礎
付
け
不
可
能
性
の
論
証
で
あ
る
が

一
部
カ
ン
ト
の
二
律
背
反
の
論
証
形
式
に
も
似
て
、
基
礎
付
け
の
思
想
の
陥
る
矛
盾
性
格
を

指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
礎
付
け
が
原
理
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し

た
論
証
の
常
と
し
て
、

そ
れ
自
体
が
自
己
言
及
性
の
自
己
矛
盾
に
陥
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
視
点
を
変

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
論
理
実
証
主
義
の
場
合
と
同
様
、
基
礎
付
け
の
不
可
能
性
を
論
証
す
る
と
い
う
逆
説
的
な

(6) 

仕
方
で
あ
れ
、
彼
の
批
判
を
学
問
の
可
能
性
を
基
礎
付
け
る
試
み
の
一
形
態
と
特
色
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
基
礎
付
け
が
、

え
て
い
え
ば
、

精神科学における基礎付けの概念

逆
説
的
な
い
し
反
照
的
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
逆
説
的
な
基
礎
付
け
と
は
異
な
り
、
超
越
論
的
語
用
論
の
立
場
か
ら
、
我
々
の
真
理
要
求
の
事
実
性
を
基
に
「
基
礎
付

け
」
の
積
極
的
な
可
能
性
を
呈
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

K
・
l
0
・ァ
l
ペ
ル
で
あ
る
。
彼
の
論
証
は
、
内
容
の
乏
し
い
形
式
的
な

基
礎
付
け
可
能
性
の
論
証
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
形
而
上
学
的
な
基
礎
付
け
を
回
避
し
た
現
代
に
お
け
る
基
礎
付
け
論
議
が
と
る
方
向

を
代
表
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
同
様
に
、
形
而
上
学
的
な
基
礎
付
け
を
回
避
し
、
超
越
論
的
傾
向
を
帯
び
つ
つ
新
た
な
基
礎
付
け
を
目

指
し
た
の
が
、
前
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
り
、
彼
の
基
礎
的
存
在
論
で
あ
っ
た
。
前
期
ハ
イ
デ
ガ

i
は
、
存
在
の
超
越
論
的
な
基
礎
を

時
間
に
求
め
、
超
越
論
的
な
時
間
地
平
(
↓
2
ロ
3
5
5皆
)
か
ら
存
在
の
意
味
へ
の
聞
い
を
立
て
る
と
と
も
に
、

そ
こ
か
ら
諸
学
の

可
能
性
を
も
投
企
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、

ガ
ダ
マ

l
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
存
在
の
意
味
が
時
間
地
平
に
還
元
さ
れ
る
と

い
う
ハ
イ
デ
ガ
!
の
経
験
は
、

そ
も
そ
も
超
越
論
的
な
立
問
及
び
基
礎
付
け
思
想
そ
の
も
の
の
不
可
能
性
の
経
験
で
も
あ
り
、
思
考
の

7 

ハ
イ
デ
ガ

l
的
な
現
象
学
の
立
場
か
ら
い
っ
て
、
基
礎
付
け
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
り
、
基
礎

(
7
)
 

付
け
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
挙
一
不

(KFEd司
包
印
ロ
ロ
ぬ
)
と
明
示
(
〉
5
4
5日

E
D
m
)
が
言
わ
れ
う
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
に
代
表
さ
れ
る
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
と
い
う
思
想
は
、
も
は
や
ま
っ
た
く
無
意
味
で
不
可
能
な
試
み
に
な
っ

転
回
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
、



8 

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
前
期
ハ
イ
デ
ガ

l
の
遂
行
し
た
基
礎
的
存
在
論
は
、
精
神
科
学
の
み
な
ら
ず
自
然
科

学
の
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
た
仕
方
で
の
新
た
な
基
礎
付
け
の
可
能
性
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
、

ガ
ダ
マ

l
の

呈
示
し
た
哲
学
的
解
釈
学
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ

l
及
び
デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
の
解
釈
学
を
、
存
在
論
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
よ
り
普

遍
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
な
ら
、

デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
理
念

と
方
向
は
、
現
代
哲
学
の
可
能
性
を
方
向
付
け
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
視
点

か
ら
、
以
下
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
目
指
し
た
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
も
つ
意
義
を
、

そ
の
問
題
点
と
と
も
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
概
念
の
特
質
と
そ
の
意
義

そ
の
後
半
部
(
第
三
部
1
第
五
部
)

が
未
刊
に
終
わ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
精
神
科
学
序
説
』
は
、
近
年
全
集
第
十
九
巻
の
う
ち
に

そ
の
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
草
稿
が
公
刊
さ
れ
る
に
及
び
、
概
ね
前
期
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
礎
付
け
の
思
想
全
体
の
性
格
が
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
未
だ
解
釈
学
を
基
礎
に
据
え
る
後
期
思
想
へ
の
道
筋
は
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、

そ
の
点
で
は
彼
の

基
礎
付
け
の
思
想
は
、

H
・ヨ

l
ア
ッ
ハ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
主
体
性
の
哲
学
の
圏
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

(8) 

な
い
。
も
っ
と
も
後
期
の
思
想
、
特
に
全
集
第
七
巻
に
収
め
ら
れ
た
『
精
神
諸
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
生
の
哲
学
と
解
釈
学
の
立
場
が
明
確
化
し
て
き
た
場
面
に
あ
っ
て
さ
え
、
な
お
我
々
は
超
越
論
的
で
主
体
的
な
哲
学
の
基
盤
を
デ

ィ
ル
タ
イ
の
う
ち
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
思
想
が
、

主
体
性
の
哲
学
な
い
し
超
越
論
的
哲
学
的
性
格
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
、

以
下
の
点
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
ず
、

デ
ィ
ル
タ
イ
が
精
神
科
学
の
認
識
論
的
基
盤
を
「
内
的
経
験

(
E
5
5
開
広
島
円

gmこ
な
い
し
「
意
識
の
事
実
(
叶
巳

ge



(
9
)
 

の

F
B
門
町
田
∞

2H己
P
3
0
即
日
)
」
に
求
め
て
い
る
点
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
「
現
実
(
す
な
わ
ち
一
切
の
外
的

事
実
、
事
物
と
人
物
)
は
、
意
識
の
諸
制
約
の
も
と
に
あ
る
」
と
い
う
「
現
象
性
の
命
題

E
q
ω
山

首

仏

2
E
M
m
5
5
8包
宮
口
こ

(
日
)

一
切
の
学
の
基
礎
を
置
こ
う
と
す
る
。
そ
の
点
で
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た
自
然
科
学
も
例
外
で
は
な
い
。

の
も
と
に

精神科学における基礎付けの概念

し
か
し
彼
は
、
こ
の
「
意
識
の
事
実
」
を
カ
ン
ト
や
そ
れ
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
よ
う
に
「
固
定
的
で
死
滅
し
た
」
ア
プ
リ
オ
リ

(
日
)

と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「
生
き
生
き
と
し
た
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
意
識
の
事
実

の
分
析
を
精
神
科
学
の
中
心
的
な
仕
事
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
」
と
い
う
課
題
は
、
「
意
識

の
事
実
の
分
析
」
と
い
う
学
的
営
み
の
方
法
論
的
構
造
と
、
意
識
の
事
実
を
構
成
す
る
諸
要
素
を
、

生
の
生
き
生
き
と
し
た
、

か
つ
歴

史
的
生
成
過
程
の
連
関
の
う
ち
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
基
礎
付
け
」
の
概
念
は
、

明
ら
か
に
超
越
的

な
根
拠
に
よ
っ
て
一
切
を
基
礎
付
け
る
伝
統
的
か
つ
形
市
上
学
的
概
念
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
デ
ィ
ル
タ
イ
も
、
学
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
言
葉
の
用
法
に
従
え
ば
、
学
と
は
諸
命
題
の
総
体
と
し
て
理
解

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
命
題
の
要
素
は
概
念
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
完
全
に
規
定
さ
れ
、
全
体
の
思
考
連
関
に
あ
っ
て
恒
常
的
か
っ

そ
の
結
合
は
基
礎
付
け
ら
れ
、
最
後
に
部
分
が
、
伝
達
を
目
標
と
し
て
全
体
へ
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う

(ロ}

な
、
そ
う
し
た
命
題
の
総
体
で
あ
る
」
と
。
こ
う
し
た
規
定
は
、
先
に
示
し
た
シ
ョ

i
ベ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
フ
ッ
サ
l
ル
に
よ
る
学
の
規

普
遍
妥
当
的
で
あ
り
、

定
と
形
式
の
う
え
で
は
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
学
そ
れ
自
体
の
、
さ
ら
に
は
諸
学
全
体
を
体
系
的
に
結
合
す
る
機
能
な

い
し
原
理
に
あ
る
。
こ
の
結
合
原
理
が

い
わ
ば
基
礎
付
け
の
原
理
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み
て
、
こ
の
結
合
原
理
の
差
異
に
前
二
者

と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
基
礎
付
け
の
概
念
の
差
異
が
あ
る
と
と
も
に
、

デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
礎
付
け
の
思
想
の
或
る
新
し
さ
が
あ
る
。

9 

デ
ィ
ル
タ
イ
は
彼
の
方
法
の
特
色
を
、
学
的
思
考
の
諸
要
素
を
全
体
の
人
聞
の
本
性
か
ら
切
り
離
す
こ
と
な
く
、

そ
れ
ら
の
聞
の
連
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闘
を
求
め
る
点
に
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
我
々
の
総
体
か
ら
出
発
す
る
発
展
史
(
開
口
件
当
日
。
巨
ロ
ロ
m
m
m
g
n
F
W
Z
O
)
」
の
み
が
、
こ
う

(
臼
)

し
た
連
関
へ
の
聞
い
を
遂
行
す
る
哲
学
に
対
し
て
唯
一
解
答
を
与
え
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
こ
の
時
期
の
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
具
体
的
な
基
礎
付
け
の
方
法
論
と
し
て
は
、
ま
だ
輪
郭
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
記

述
的
心
理
学
や
論
理
学
を
念
頭
に
お
い
て
お
り
、

の
み
な
ら
ず
、
後
期
に
な
っ
て
も
な
お
保
持
さ
れ
る
類
比
的
推
理
や
帰
納
法
的
思
考

を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
伝
統
的
な
い
し
形
而
上
学
的
基
礎
付
け
の
思
想
の
残
浮
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
、

他
方
で
固
定
化
を
避
け
る
生
の
発
生
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
類
型
概
念
を
基
礎
と
す
る
生
の
全
体
的
連
関
の
呈
示
を
も
っ
て
学
の
基
礎

付
け
と
す
る
特
異
な
傾
向
を
も
示
し
て
い
る
。

一
切
の
学
が
生
の
表
現
で
あ
り
、
生
の
現
出
形
態
と
み
な
さ
れ
る
限
り
、
諸
学
を
ス
タ

テ
ィ
ッ
ク
に
体
系
化
す
る
原
理
は
あ
り
え
な
い
。
原
理
そ
の
も
の
が
歴
史
的
生
成
過
程
の
も
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

諸
学
を
結
合
す
る
超
越
的
原
理
は
も
と
よ
り
、
超
越
論
的
原
理
も
原
則
上
呈
示
し
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

の
ち
に
解
釈
学
を
基
礎
付

け
の
方
法
論
的
基
礎
に
導
入
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
学
を
構
成
す
る
諸
要
素
と
全
体
と
の
循
環
的
に
連
関
す
る
過
程
な
い
し
運
動

そ
の
も
の
の
呈
示
が
、
あ
る
い
は
そ
の
運
動
の
遂
行
自
体
が
、
同
時
に
学
の
基
礎
付
け
的
役
割
と
機
能
を
果
た
す
も
の
と
当
初
か
ら
暗

黙
裡
に
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
基
礎
付
け
」
が
根
拠
を
据
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
上
記
の
意
味
で
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
礎
付
け
は
、
も
は
や
基
礎
付
け

と
は
呼
び
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
基
礎
付
け
」
が
、
後
に
ハ
イ
デ
ガ

l
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
建
立

(ω
位
向

Hgm)
」
の
意

(
M
)
 

昧
を
も
ち
、
根
拠
か
ら
生
き
る
こ
と
を
意
味
し
う
る
な
ら
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
基
礎
付
け
の
思
想
の
示
唆
す
る
方
向
は
、
生
を
生
き
る

こ
と
で
あ
り
、
追
体
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
の
生
を
拡
大
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
な
ろ
う
。
そ
こ
に
、
精
神
科
学
の
基
礎
付
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bei Dilthey das. Darlegen .der Zusammenhapge det Geisteswissen-

schaften， UIld dieser Gedankengang selbst ist die Tat des Begrundens 

und das' philosophische Leben selbst. 

キーワード:精神科学の基礎付け学問論解釈学現象性の命題意識

の事実



SUMMARY 14 

Über den Begriff der Begründung in den Geisteswissenschaften 

Kohei MrZOGUCHI 

Diese Abhandlung soll die eigene Art oder den spezifischen 

Sinn der Begründung (Grundlegung) ans Licht kommen lassen, deren 

Begriff man vor allem in der Philosophie Diltheys finden kann. 

Die Begründung bzw. Grundlegung der Geisteswissenschften 

bezeichnet, wie man weiß, die Aufgabe der Philosophie Diltheys, um 

die es ihm während seines ganzen Lebens ging. Nach dem Versuch 

Kants, die Naturwissenschaft auf transzendentale Weise zu begrün

den, hielt Dilthey die Begründung der Geisteswissenschaften als das 

noch ungelöste Problem. Insofern Kants Versuch sich als richtig 

erwiesen hatte, scheint der Begriff der Begründung auch bei Dilthey 

denselben Sinn wie bei Kant zu haben. Aber anc;iersseits, insofern 

Dilthey den kantischen Begriff der apriorischen Kategorien ablehnt, 

gibt es zwischen beiden in bezug auf den Charakter der Begründung 

einen großen Unterschied, der sich aus der philosophischen Stellung 

beider herleitet. 

N ach traditioneller Lesart bedeutet die Begründung der Wis

senschaften folgendes: für die Wissenschaften ein einheitliches Prin

zip zu schaffen. Aber in den Geisteswissenschaften kann es nach der 

Philosophie Diltheys kein stetiges einheitliches Prinzip geben. Denn 

das Prinzip selbst ist in den Geisteswissens<;hften lebendig und verän

derlich, d.h. genetisch. Also kann man in dem diltheyschenBegriff 

der Begrüngung einen eingenartigen und neuen Charakter der Be

gründung finden. D.h. das Begründen der Geisteswissenschaften ist 




