
は
し
が
き

本
シ
リ
ー
ズ
（『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
を
読
む
』
1
、
2
、
3
）
は
過
去
十
年
余
に
わ
た
る
筆
者
の

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
の
研
究
成
果
を
、
専
門
的
裏
付
け
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
、
同
時
に
、
哲
学
者

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
当
の
姿
に
興
味
を
持
つ
幅
広
い
分
野
の
読
者
に
理
解
可
能
な
形
で
公
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

過
去
十
年
余
と
は
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
私
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
日
記
」

（
1
）

と
出
会
っ
て
か
ら
の
時
間

を
指
す
。
こ
の
出
会
い
は
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
『
探
究
』
理
解
が
決
定
的
に
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
以
前
は
ほ

ぼ
諦
め
て
い
た
こ
の
書
の
本
当
の
姿
を
知
る
こ
と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
私
に
教
え
る
も
の
だ
っ
た
。「
日

記
」
は
『
探
究
』
の
背
後
に
隠
れ
て
い
た
著
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
生
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
を
私
に

教
え
た
。
興
味
深
い
が
不
可
解
で
あ
っ
た
建
築
物
に
実
は
隠
さ
れ
た
階
が
存
在
し
、
以
前
は
そ
れ
が
見
え
な
か
っ
た
た

め
に
こ
の
建
物
が
奇
妙
な
も
の
に
見
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
た
。
以
来
私
の
『
探
究
』
研
究
は
、
こ
の
隠

れ
た
層
と
一
体
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
い
か
な
る
姿
を
見
せ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に

ii



な
り
、
よ
う
や
く
こ
こ
に
一
つ
の
答
え
を
見
出
す
に
至
っ
た
。
そ
の
答
え
を
示
す
場
が
シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
の
本
書
で
あ

る
。『
探
究
』
が
何
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
「
哲
学
」
の
姿
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
本
書
は
目
的
と
す
る
。
シ
リ
ー
ズ
続
巻
で
は
、
そ
の
「
哲
学
」
が
『
探
究
』
で
実
際
に
ど
の
よ
う
に
実

践
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。

『
探
究
』
が
我
々
読
者
に
謎
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
は
、
こ
の
書
物
が
言
語
と
そ
の
意
味
、
思
考
や
感
覚
、
と
い
っ

た
現
代
哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
主
題
に
つ
い
て
様
々
な
こ
と
（
著
者
の
様
々
な
見
解
）
を
語
る
哲
学
書
と
い
う
外
見
を

装
い
な
が
ら
も
、「
私
の
正
体
は
実
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
小
声
で
つ
ぶ
や
き
続
け
、
そ
の
つ
ぶ
や
き
に
読
者
が
魅
せ

ら
れ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
普
通
の
意
味
で
の
哲
学
書
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
本
当
は
そ
う
と
は
思
え
な
い
、
そ
し

て
そ
こ
が
人
を
惹
き
つ
け
る
と
い
う
捉
え
が
た
い
二
重
性
が
こ
の
書
物
に
は
存
在
し
、
あ
る
意
味
で
こ
の
二
重
性
が
、

哲
学
と
非
哲
学
の
二
重
性
が
、
こ
の
書
物
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
探
究
』
が
、
そ
れ
を
必
死
に
捕
え
よ
う
と
す
る
我
々
の
手
を
す
り
抜
け
、「
神
秘
的
」
と
い
う
言
葉

が
喉
元
ま
で
出
そ
う
な
ほ
ど
解
き
が
た
い
謎
で
あ
る
の
は
、
本
来
同
一
の
思
考
空
間
に
存
在
し
え
な
い
二
つ
の
も
の
が
、

あ
る
不
思
議
な
仕
方
で
こ
の
書
物
の
中
に
同
時
に
存
在
す
る
か
ら
だ
。
二
つ
の
も
の
と
は
、
著
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
哲
学
的
思
考
と
そ
の
著
者
自
身
の
生
（
好
む
と
あ
ら
ば
「
実
存
」
と
言
っ
て
も
よ
い
）
で
あ
る
。
前
者
が
あ
る
書

物
の
本
文
を
占
拠
す
れ
ば
、
通
常
後
者
は
「
ま
え
が
き
」
や
、「
あ
と
が
き
」
や
、
あ
る
い
は
欄
外
注
や
括
弧
の
中
に

追
い
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
哲
学
探
究
』
で
は
こ
れ
ら
二
つ
が
同
時
に
、
し
か
も
分
か
ち
難
い
形

で
存
在
し
て
い
る
。
通
常
は
異
空
間
に
存
在
し
て
い
る
そ
れ
ら
が
『
哲
学
探
究
』
で
は
、
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
異

はしがき

ii



次
元
を
通
じ
て
繋
が
っ
て
い
る
。
本
書
で
我
々
が
試
み
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
繋
い
で
い
る
異
次
元
の
露
頭
を
見
出
し
、

そ
れ
に
光
を
当
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
思
考
と
彼
の
生
が
ど
の
よ
う
に
し
て
高
次
の
場
で
出
会
い
、

ふ
れ
あ
い
、
互
い
に
変
成
し
あ
い
な
が
ら
結
ば
れ
て
い
る
の
か
を
辿
り
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
哲
学
探
究
』
中
の
そ
う
し
た
露
頭
と
し
て
我
々
が
注
目
す
る
の
が
、「
哲
学
論
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
同
書

§
§
89
～
133
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
『
哲
学
探
究
』
と
い
う
高
次
思
考
空
間
の
奇
跡
を
可
能
と
し
て
い
る
幾
何
学
的
特

異
点
だ
と
私
は
考
え
る
。
こ
の
特
異
点
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
と
生
の
触
れ
合
い
を
探
る
た
め
に

我
々
が
用
い
る
不
可
欠
な
「
用
具
」
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
最
終
的
に
完
成
さ
せ
る
た
め
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

が
書
か
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
手
稿
ノ
ー
ト
で
あ
り
、「
日
記
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
遺
稿
の
幾
つ
か
は
一
九
九
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
公
に
な
り
、
多
く
の
先
人
に
よ
る
遺
稿
研
究
の
結

果
初
め
て
我
々
が
容
易
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
止
ま
ら
ず
、
本
書
の
試
み
は
、
こ
の

哲
学
者
に
深
い
興
味
を
持
ち
続
け
た
内
外
の
研
究
者
の
様
々
な
成
果
（
本
書
で
直
接
言
及
し
た
の
は
そ
の
ご
く
一
部
に
す

ぎ
な
い
）
に
多
く
を
負
い
、
そ
れ
な
し
に
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
私
が
そ
う
し
た
先
人
か
ら
受
け
た
恩
恵
に
対

し
、
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

科
学
と
哲
学
に
関
す
る
第
五
章
の
考
察
は
、
第
四
章
ま
で
の
『
探
究
』
解
釈
に
い
わ
ば
私
が
強
く
促
さ
れ
て
行
っ
た

も
の
で
あ
り
、
自
分
の
知
識
と
力
の
不
足
を
痛
感
し
な
が
ら
も
、
あ
え
て
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
考
察
は
関
連
各
分
野
の
研
究
者
の
多
く
の
仕
事
に
助
け
ら
れ
て
初
め
て
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
だ
が
、
と
り

わ
け
近
年
我
が
国
の
科
学
哲
学
界
で
な
さ
れ
た
戸
田
山
和
久
、
森
田
邦
久
、
白
井
仁
人
、
東
克
明
、
渡
部
鉄
兵
ら
諸
氏

はしがき
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の
仕
事
か
ら
、
基
礎
的
な
こ
と
を
含
め
て
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

はしがき

iv



『
哲
学
探
究
』
と
は
い
か
な
る
書
物
か　
理
想
と
哲
学　
　

目　

次



は
し
が
き

第
Ⅰ
部　

準　

備

第
一
章　

謎
と
し
て
の
『
哲
学
探
究
』
と
そ
れ
を
解
く
鍵
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3

1　
『
哲
学
探
究
』
の
難
解
さ
と
謎　
　
3

2　
『�

探
究
』
と
い
う
謎
へ
の
鍵
⑴　
　
7�

　

―
―

　『
探
究
』
と
「
茶
色
本
」（
あ
る
い
は
「
青
色
本
」）
と
の
類
似
性

2-

1　

構
成
上
の
類
似
性　
　
8

2-

2　

言
語
観
と
意
味
論
に
関
す
る
類
似
性　
　
10

2-

3　

局
所
的
な
テ
キ
ス
ト
の
類
似
性　
　
13

3　
『�

探
究
』
と
い
う
謎
へ
の
鍵
⑵　
　
13�

　

―
―

　『
探
究
』
と
「
茶
色
本
」（
あ
る
い
は
「
青
色
本
」）
と
の
決
定
的
相
違

3-

1　

書
物
が
書
か
れ
た
言
語　
　
14

3-

2　
「
告
白
」
と
「
日
記
」　　
22

3-

3　
「
日
記
」
に
刻
ま
れ
た
精
神
の
軌
跡

　

―
―

　「
虚
栄
心
」
と
の
格
闘　
　

31

目　次

vi



3-

4　

告
白
に
至
る
歩
み
と
、
精
神
と
文
体
の
相
関　
　
38

3-

5　
『
探
究
』「
哲
学
論
」
の
意
味　
　
45

第
二
章　

謎
を
解
く
鍵
と
し
て
の
「
哲
学
論
」（
§
§
89
～
133
）�　

―
―

　

読
解
の
手
掛
か
り
��
�
�
�
�
�
51

1　
『
哲
学
探
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
論
」
の
位
置
づ
け
と
意
味　
　
53

2　

我
々
の
「
哲
学
論
」
解
釈
が
答
え
る
べ
き
問
い　
　
59

3　
「
哲
学
論
」
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
過
程
と
ソ
ー
ス　
　
61

3-

1　
『
探
究
』
の
成
立
過
程

　

―
―

　

戦
前
版
、
中
間
版
、
最
終
版　
　

63

3

-

2　
「
哲
学
論
」
の
成
立
過
程

　

―
―

　

M
S
142
、
T
S
220
、
T
S
227
の
関
係　
　

64

3-

3　
「
哲
学
論
」
テ
キ
ス
ト
の
ソ
ー
ス
に
つ
い
て　
　
67

3-

4　
「
哲
学
論
」
前
半
の
ソ
ー
ス
に
関
す
る
重
要
な
事
実　
　
68

3-

5　
「
哲
学
論
」
後
半
の
ソ
ー
ス
に
関
す
る
重
要
な
事
実　
　
71

目　次

vii



第
Ⅱ
部　

読　

解

第
三
章　

論
理
と
理
想

　

―
―

　「
哲
学
論
」
前
半
（
§
§
89
～
108
）��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
79

1　
「
哲
学
論
」
前
半
の
読
解
の
手
順
と
手
掛
か
り
と
な
る
背
景
的
事
実　
　
80

2　
「
論
理
の
崇
高
性
」
の
問
い
の
意
味

　

―
―

　

§
89
a　
　

86

3　
「
論
理
」
を
巡
る
『
論
考
』
の
錯
覚

　

―
―

　

§
§
89
b
～
92
と
§
§
93
～
97　
　

97

3-

1　
『
論
考
』
の
誤
り
に
関
す
る
新
し
い
語
り
方
と
『
探
究
』
の
多
声
的
文
体　
　
97

3-

2　

プ
ラ
ト
ン
過
程

　

―
―

　

§
§
89�

b
～
92　
　

101

3-

3　
『
論
考
』
の
形
而
上
学
の
出
現
と
誤
り
の
根
と
し
て
の
論
理
の
世
界
性

　

―
―

　

§
§
93
～
97　
　
108

4　
「
理
想
」
に
つ
い
て
の
根
本
的
誤
解

　

―
―

　

§
§
98
～
108　
　

117

4-

1　
「
理
想
」
に
関
す
る
『
論
考
』
的
態
度
の
吟
味
と
理
想
幻
覚

　

―
―

　

§
§
98
～
102　
　
119

4-

2　

理
想
誤
解
の
正
体
の
解
明

　

―
―

　

§
§
103
～
104　
　
127

4-

3　

自
己
の
根
源
的
誤
解
（
理
想
誤
解
）
か
ら
の
脱
出
の
道

　

―
―

　

§
§
105
～
108　
　

145

第
四
章　

新
し
い
哲
学
像

　

―
―

　「
哲
学
論
」
後
半
（
§
§
109
～
133
）��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
163

1　

テ
キ
ス
ト
の
構
成
と
M
S
142
（
お
よ
び
T
S
220
）
と
の
関
係　
　
164

目　次

viii



1-

1　
「
哲
学
論
」
後
半
テ
キ
ス
ト
の
構
成　
　
164

1-

2　
「
哲
学
論
」
後
半
と
M
S
142
（
お
よ
び
T
S
220
）
の
関
係　
　
167

2　
『
論
考
』
の
根
本
的
誤
解
か
ら
の
脱
却
の
道

　

―
―

　

§
§
109
～
118　
　

169

2-

1　
「
我
々
の
考
察
」
の
新
し
い
姿

　

―
―

　

§
§
109
～
110　
　

171

2-
2　

哲
学
的
問
題
と
文
法
的
錯
覚
の
基
本
構
造

　

―
―

　

§
§
111
～
112
と
§
§
113
～
115　
　

185

2-
3　
「
我
々
」
の
根
本
的
錯
覚
か
ら
脱
却
す
る
道

　

―
―

　

§
§
116
～
118　
　

207

3　

新
し
い
哲
学
像
の
苦
悶
の
中
で
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
予
見

　

―
―

　

§
§
119
～
129　
　

218

3-

1　

§
§
119
～
129
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
の
背
景
と
意
味　
　
220

3-

2　

矛
盾
と
哲
学
的
問
題

　

―
―

　

§
119
、
§
123
、
§
125　
　

224

3-

3　

描
写
の
形
式
と
世
界
観
の
発
見

　

―
―

　

§
122
、
§
129　
　

231

3-

4　

記
述
と
想
起

　

―
―

　

§
124
、
§
§
126
～
127　
　

234

4　

新
し
い
哲
学
と
「
言
語
ゲ
ー
ム
」　

―
―

　

§
§
130
～
133　
　

238

4-

1　
『
探
究
』
に
お
け
る
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
の
役
割
と
理
想
誤
解
再
訪

　

―
―

　

§
§
130
～
131　
　
239

4-

2　
『
探
究
』
の
考
察
（
新
し
い
哲
学
）
が
目
指
す
も
の

　

―
―

　

§
132　
　
243

4-

3　
『
探
究
』
の
続
き
の
読
み
方
の
指
針

　

―
―

　

§
133　
　
245

5　

世
界
の
相
転
換
と
し
て
の
哲
学

　

―
―

　『
探
究
』
最
終
版
か
ら
消
え
た
哲
学
論　
　

247

目　次

ix



5-

1　

世
界
の
相
転
換
と
し
て
の
哲
学

　

―
―

　

M
S
142
（
戦
前
版
『
探
究
』
前
半
最
終
草
稿
）　　

250

5-

2　

相
転
換
哲
学
論
は
な
ぜ
『
探
究
』
最
終
版
か
ら
姿
を
消
し
た
の
か
？　
　
258

第
Ⅲ
部　

応　

用

第
五
章　

我
々
に
示
さ
れ
た
も
の
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
279

1　

科　

学　
　
280

1-

1　
『
探
究
』
と
科
学　
　
280

1-

2　

科
学
の
本
質
を
巡
る
論
争
と
そ
の
呼
称　
　
281

1-

3　

マ
ッ
ハ
的
科
学
観　
　
284

1-

4　

古
典
的
科
学
観
と
対
応
説
的
真
理
概
念　
　
293

1-

5　
「
世
界
の
真
な
る
像
」
と
い
う
概
念
の
哲
学
的
基
礎
と
し
て
の
『
論
考
』　　
301

1-

6　
『
論
考
』
と
『
探
究
』
は
科
学
観
を
巡
る
論
争
を
ど
こ
に
導
く
の
か　
　
309

2　

哲　

学　
　
322
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