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� 哲学と文献学の間̶̶ 人文学の意味

巻
頭
言　

哲
学
と
文
献
学
の
間
︱︱
人
文
学
の
意
味

聖
学
院
大
学
副
学
長 

清　

水　

正　

之

今
夏
、
安
酸
敏
眞
氏
（
現
北
海
学
園
大
学
）
に
よ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ー
ク
（A

ugust B
oeckh, 1785

︱1867

）
の

著
書 E

ncyklopädie und M
ethodologie der philologischen W

issenschaften, 1886 

の
翻
訳
『
解
釈
と
批
判
』（
原

題
『
文
献
学
的
諸
学
問
の
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
と
方
法
論
』、
な
お
第
二
主
要
部
は
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
）
を
読

み
、
日
本
デ
ィ
ル
タ
イ
協
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
短
い
書
評
を
仕
上
げ
た
。

原
著
は
、
ド
イ
ツ
文
献
学
な
い
し
解
釈
学
に
関
心
を
も
つ
者
に
は
周
知
の
本
で
あ
る
が
、
一
般
に
は
、
哲
学
・
倫
理

学
の
研
究
者
で
も
、
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
著
作
と
は
い
え
な
い
。
私
は
、
倫
理
学
・
日
本
倫
理
思
想
史
を
専
攻
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
近
代
の
日
本
思
想
史
研
究
の
確
立
に
方
法
論
的
に
寄
与
し
た
著
作
と
し
て
、
拙
い
理
解
な
が
ら
、
大
学

院
の
頃
か
ら
関
心
を
も
ち
、
ふ
れ
て
き
た
。
ベ
ー
ク
の
文
献
学
は
、
和
辻
哲
郎
等
の
思
想
史
研
究
に
影
響
を
与
え
た

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
成
立
に
も
深
く
関
わ
り
、
人
間
と
世
界
の
「
歴
史
性
」
の
洞
察
の
深
化
に
道
を
開
く
と
い

う
、
哲
学
史
的
位
置
に
あ
る
。

原
著
は
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
、
決
し
て
分
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
文
献
学
的
営
為
が
普
遍
的
に
ぶ
つ

か
る
校
訂
、
古
文
書
の
扱
い
、
異
文
な
ど
、
文
献
学
の
素
材
的
具
体
的
な
事
柄
に
も
周
到
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
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上
に
、
哲
学
的
な
方
法
論
化
と
概
念
化
を
な
に
よ
り
め
ざ
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
原
典

や
古
典
語
へ
の
知
識
と
言
及
、
古
代
か
ら
近
代
の
哲
学
史
、
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
英
仏
蘭
の
文
献
学
へ
の
歴
史
的
俯
瞰

的
な
知
識
に
及
ぶ
も
の
で
も
あ
る
。
安
酸
氏
の
翻
訳
は
、
本
文
の
読
み
や
す
い
日
本
語
化
を
は
た
さ
れ
、
周
到
な
訳
注

を
く
わ
え
、
原
注
を
補
充
し
、
ま
た
周
到
な
事
項
索
引
、
人
名
索
引
を
付
し
た
も
の
で
、
労
作
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
待
望
さ
れ
た
翻
訳
に
ふ
れ
て
、
あ
ら
た
め
て
印
象
深
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
原
著
自
体
が
、
近
し
い
後
進

研
究
者
に
よ
る
文
献
学
的
営
為
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
著
作
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ー
ク
の
二
六
年
間
に
及
ぶ
文

献
学
の
講
義
に
関
わ
る
自
筆
ノ
ー
ト
、
ノ
ー
ト
欄
外
注
、
メ
モ
、
受
講
者
の
講
義
ノ
ー
ト
な
ど
か
ら
復
元
構
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ベ
ー
ク
は
、
翻
訳
、
注
釈
、
そ
し
て
書
評
も
ま
た
文
献
学
の
「
解
釈
と
批
判
」
の
重
要
な
要

素
に
い
れ
て
い
る
。

文
献
学
と
は
、
ベ
ー
ク
も
い
う
よ
う
に
、
普
遍
的
な
い
し
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
文
献
学
と

い
う
と
き
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
ら
ず
中
国
に
も
、
あ
る
い
は
日
本
に
も
あ
り
得
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
文
献
学

と
い
わ
れ
る
の
は
、
ベ
ー
ク
の
場
合
を
と
る
な
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
関
す
る
分
厚
い
古
典
研
究
の
ド
イ
ツ
で
の

歴
史
を
背
景
に
し
、
そ
の
批
判
的
蓄
積
の
上
に
学
問
的
営
為
を
行
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
的
古
代

と
近
代
は
全
く
の
地
続
き
で
あ
る
と
の
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
歴
史
を
「
理
念
と
普
遍
的
な
も
の
へ
と
向
け
ら
れ

た
、
ド
イ
ツ
の
包
括
的
精
神
」（
五
九
頁
）
の
現
れ
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

今
回
、
翻
訳
を
読
了
し
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
こ
と
は
多
い
。
き
わ
め
て
方
法
論
的
で
、
形
式
・
内
容
と
も
に
厳
格

な
著
作
と
い
う
こ
と
で
、
古
典
語
に
つ
い
て
も
拙
い
ま
ま
こ
の
原
著
に
向
か
っ
て
き
た
自
分
で
あ
っ
た
が
、
い
わ
ば
読

み
手
と
し
て
身
を
固
く
緊
張
し
て
対
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
翻
訳
に
ふ
れ
緊
張
を
す
こ
し
ゆ
る
め
て
み

れ
ば
、
た
と
え
ば
ベ
ー
ク
が
、「
語
り die R

ede

」
を
文
字
資
料
と
と
も
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
が
、
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そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
文
字
資
料
に
も
そ
の
背
後
に
「
語
り
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
へ
の
注
意

の
喚
起
と
い
え
よ
う
か
。
ベ
ー
ク
の
講
義
も
ま
た
そ
う
し
た
「
語
り
」
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

語
り
口
は
、
先
行
す
る
あ
る
い
は
同
時
代
の
、
ド
イ
ツ
及
び
英
仏
蘭
の
文
献
学
者
へ
の
遠
慮
の
な
い
批
判
で
あ
り
、
古

典
か
ら
近
代
ま
で
の
哲
学
へ
の
熱
い
関
心
で
あ
り
、
そ
し
て
文
献
学
の
後
進
た
ち
へ
の
教
育
的
配
慮
、
教
養
教
育
に
お

け
る
文
献
学
の
重
要
性
等
に
わ
た
り
、
多
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
若
者
が
「
学
校
で
文
献
学
的
に
陶
冶
さ
れ
る
べ
き

理
由
」
を
「
精
神
一
般
は
言
語
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
る
」
が
、「
言
語
」
に
お
い
て
は
「
自
由
」
が
優
勢
で
あ
り
「
若

者
は
自
由
な
学
問
的
お
よ
び
詩
的
・
芸
術
的
発
展
へ
と
導
か
れ
る
」（
三
六
八
頁
）
な
ど
、「
自
由
な
」
学
芸
と
し
て
の

文
献
学
に
ベ
ー
ク
が
何
を
託
そ
う
と
し
た
か
分
か
る
。

本
書
は
、「
解
釈
学
的
循
環
」
の
概
念
が
初
出
（
一
五
五
頁
）
す
る
こ
と
な
ど
、
解
釈
学
の
歴
史
、
解
釈
学
と
哲
学

の
関
係
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
連
関
に
も
関
わ
る
論
点
が
提
示
さ
れ
る
、
哲
学
史
的
に
重
要
な
著
作
で
あ
る
。
安
酸
氏
の

指
摘
の
通
り
、
ベ
ー
ク
の
文
献
学
は
「
言
語
モ
デ
ル
か
ら
歴
史
的
モ
デ
ル
へ
の
転
換
を
意
味
し
、
人
間
と
世
界
の
歴
史

性
に
対
す
る
深
い
洞
察
に
根
ざ
し
て
い
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ベ
ー
ク
の
こ
の
書
で
提
示
し
た
よ
く
知
ら
れ
た
定

義
が
、「
文
献
学
の
本
来
的
課
題
は
、
人
間
精
神
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
認
識
さ
れ
た
も
の
を

0

0

0

0

0

0

0

0

認
識
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

」（
一
六
頁
）
で
あ
る
。
哲
学
が
認
識
で
あ
る
な
ら
、
文
献
学
は
再
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ベ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
哲
学
と
文
献
学
は
、
お
互
い
を
必
要
と
す
る
。
哲
学
と
文
献
学
と
の
一
致
点
は
、
い
た
る
と
こ

ろ
に
見
出
さ
れ
る
が
、
と
り
わ
け
歴
史
の
哲
学
と
哲
学
の
歴
史
は
、
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
歴
史
の
哲
学
［
歴
史
哲
学
］
は
文
献
学
に
最
も
類
縁
的
で
あ
る
哲
学
的
な
学
問
で
あ
り
、
そ
し
て
文
献
学
は
そ

の
最
高
の
見
地
に
お
い
て
み
ず
か
ら
自
身
を
こ
の
な
か
へ
解
消
す
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
の
歴
史
［
哲
学
史
］

は
文
献
学
的
な
学
問
で
あ
り
、
哲
学
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
こ
の
学
問
の
な
か
へ
と
移
行
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
哲
学
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は
歴
史
的
に
辿
っ
て
き
た
お
の
が
行
程
を
突
き
抜
け
て
、
文
献
学
的
な
道
の
上
で
の
み
可
能
な
も
の
を
、
最
大
の
普
遍

性
に
お
い
て
最
高
度
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
構
成
す
る
こ
と
こ
ろ
ま
で
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（
二
七―

二
八
頁
）

と
。あ

ら
ゆ
る
「
爾
余
の
諸
科
学
」（
人
文
諸
科
学
）
は
「
こ
の
意
味
で
哲
学
と
文
献
学
に
根
ざ
し
て
」（
二
八
頁
）
お

り
、
諸
科
学
は
「
歴
史
に
そ
の
対
象
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
に
お
い
て
文
献
学
的
で
あ
り
、
文
献
学
な
し
に
は
存
在
し

な
い
。
文
献
学
は
「
認
識
全
体
の
再
構
成
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
認
識
に
つ
い
て
の
認
識
」
こ
そ
「
理

解
」
だ
い
う
。
さ
ら
に
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
学
問
に
と
っ
て
の
方
法
的
予
備
教
育
」（
五
〇
頁
）
た
る
文
献
学
、
な

か
で
も
、
ド
イ
ツ
の
文
献
学
の
歴
史
は
繰
り
返
す
な
ら
「
理
念
と
普
遍
的
な
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
た
、
ド
イ
ツ
の
包
括

的
精
神
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
ベ
ー
ク
は
い
う
。

ベ
ー
ク
を
あ
ら
た
め
て
読
み
考
え
た
こ
と
は
他
に
も
あ
る
。
一
つ
は
そ
の
古
代
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
共
和
制
は

「
真
の
政
治
的
自
由
と
そ
れ
へ
の
真
性
の
原
理
を
教
示
」（
四
四
頁
）
す
る
と
い
う
古
代
観
で
あ
り
、
公
共
生
活
が
あ
っ

て
こ
そ
の
個
人
生
活
で
あ
る
と
す
る
、
そ
の
個
と
共
同
体
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
二
つ
目
に
は
、
ド
イ
ツ
の
近
代
聖
書

解
釈
学
の
歴
史
に
対
し
て
、
比
較
的
冷
め
た
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
献
学
に
信
仰
的
熱
狂
が
介
入
す
る
こ

と
へ
の
警
戒
感
を
示
し
て
い
る
。
二
つ
の
こ
と
は
関
連
し
て
い
る
こ
と
だ
と
お
も
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
、
教
会
内
の

活
動
に
と
ど
め
ず
教
会
外
の
活
動
の
な
か
に
そ
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
の
「
文
化
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
の
流
れ
か
ら
み
る
と
ベ
ー
ク
は
異
質
な
感
じ
が
す
る
と
い
え
る
。

私
が
、
こ
の
原
著
を
知
り
そ
れ
な
り
に
ふ
れ
た
の
も
、
明
治
期
の
日
本
思
想
史
研
究
の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
ド
イ
ツ

文
献
学
、
と
り
わ
け
ベ
ー
ク
の
文
献
学
の
摂
取
を
も
っ
て
、
方
法
的
に
確
立
し
よ
う
と
し
た
流
れ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ベ
ー
ク
の
摂
取
は
、
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
の
摂
取
へ
と
つ
づ
い
た
。
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最
初
に
ベ
ー
ク
（
ベ
ッ
ク
）
に
ふ
れ
た
の
は
、
近
代
国
文
学
の
基
礎
を
開
い
た
芳
賀
矢
一
で
あ
っ
た
。
芳
賀
は
、
哲

学
史
・
思
想
史
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、「
国
語
・
国
文
を
基
礎
と
し
て
日
本
国
民
の
性
質
を
研
究
す
る
」（
渡

独
前
の
『
国
学
史
概
要
』）
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
彼
は
国
文
学
を
西
洋
の
文
学
研
究
に
照
ら
し
て
「
科
学
的
」

た
ら
し
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
渡
独
前
か
ら
関
心
を
寄
せ
て
い
た
ベ
ー
ク
の
文
献
学
、
ド
イ
ツ
文
献
学
の
諸
潮
流
、

歴
史
学
派
の
精
神
科
学
、
精
神
史
の
概
念
を
学
ん
で
帰
国
す
る
。
帰
国
後
、
多
く
の
ベ
ー
ク
は
じ
め
ド
イ
ツ
文
献
学
に

言
及
し
た
文
章
を
残
し
て
い
る
。
芳
賀
に
よ
れ
ば
、
国
学
は
多
く
の
欠
点
を
も
つ
が
、
十
分
ド
イ
ツ
文
献
学
に
擬
せ
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ベ
ー
ク
の
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
と
い
う
概
念
に
導
か
れ
て
、
国
文
学
研
究
を
、

文
献
学
と
し
て
の
国
学
を
彫
琢
す
る
こ
と
で
、
近
代
学
問
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

日
本
思
想
史
研
究
と
い
う
領
域
の
確
立
に
寄
与
し
た
村
岡
典
嗣
は
、
国
学
を
ド
イ
ツ
文
献
学
に
擬
す
と
い
う
観
点

や
、
ま
た
ベ
ー
ク
の
文
献
学
へ
の
関
心
は
芳
賀
矢
一
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
彼
は
、
日
本
思

想
史
研
究
に
専
念
す
る
ま
え
に
は
、
波
多
野
精
一
の
も
と
で
宗
教
哲
学
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。
ま
た
横
浜
の
ド
イ
ツ

神
学
校
在
籍
中
は
、
新
カ
ン
ト
派
、
ド
イ
ツ
自
由
神
学
の
最
新
の
潮
流
を
学
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

哲
学
と
思
想
史
と
の
関
係
は
隘
路
に
み
ち
て
い
る
。
あ
る
い
は
体
系
的
哲
学
的
研
究
と
歴
史
的
研
究
の
関
係
の
む
ず

か
し
さ
と
も
い
え
る
。
昭
和
一
四
年
の
文
章
で
、
村
岡
は
こ
う
い
う
。

近
時
往
々
に
し
て
、
欧
州
的
学
問
の
に
範
疇
よ
り
独
立
し
て
の
日
本
学
提
唱
の
声
を
聴
く
。
そ
の
志
や

壮
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
為
に
は
、
欧
州
が
創
造
し
た
と
い
う
べ
き
認
識
論
に
対

し
て
、
全
く
新
た
な
る
し
か
も
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
別
種
の
認
識
論
が
樹
立
さ
れ
て
、
一
般
的
に
承

認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
吾
人
は
決
し
て
わ
す
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
哲
学
の
根
本
的
革
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新
は
、
或
は
我
国
の
哲
学
者
に
課
せ
ら
れ
た
、
将
来
の
大
い
な
る
任
務
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
国
学

の
学
的
完
成
は
、
実
際
的
に
そ
れ
と
は
別
に
為
さ
る
べ
く
、
ま
た
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若も
し

夫そ

れ
そ
の
た

め
に
、
折
角
に
明
治
以
来
遂
げ
来
っ
た
国
学
の
、
種
々
の
方
面
に
於
け
る
近
代
学
問
的
発
達
の
途
を
、
阻

止
す
る
お
そ
れ
あ
ら
し
め
る
が
如
き
は
、
我
国
の
学
問
、
ま
た
文
化
の
為
に
、
遺
憾
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（「
国
学
の
学
的
性
格
」
昭
和
一
四
年
、『
増
訂　

日
本
思
想
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）
一
一
三

頁
、
新
か
な
漢
字
に
変
更
）。

国
学
は
多
く
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
芳
賀
や
村
岡
、
あ
る
い
は
和
辻
ら
の
ベ
ー
ク
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
文
献
学

的
解
釈
学
的
思
想
史
像
へ
の
批
判
が
あ
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
う
し
た
思
想
史
像
を
ま

ず
は
い
っ
た
ん
手
に
し
た
こ
と
は
、
人
文
科
学
に
と
っ
て
、「
僥
倖
」
で
あ
っ
た
と
私
は
見
て
い
る
。
と
も
か
く
も
批

判
す
る
に
値
す
る
、
思
想
史
的
自
己
像
を
近
代
日
本
は
一
旦
作
っ
た
、
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
村
岡
に
典
型
的
に
う

か
が
え
る
体
系
性
と
歴
史
的
考
察
と
の
隘
路
は
、
今
も
な
お
問
題
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
村
岡
の
、
隘
路
の
鋭
い
自
覚

（
哲
学
よ
り
は
ま
ず
は
文
献
学
的
歴
史
的
研
究
の
確
立
を
…
…
）
は
、
ベ
ー
ク
を
学
ん
だ
こ
と
で
一
層
極
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
教
に
接
し
た
こ
と
と
は
、
何
ご
と
か
の
連
関
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

ベ
ー
ク
の
訳
書
を
手
に
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
こ
と
と
な
っ
た
。


