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テ
ク
ス
ト
に
厚
み
を
取
り
戻
す

i7z

 

齋

藤

晃

1

テ
ク
ス
ト
純
化
の
歴
史

「
テ

ク

ス
ト
」

と

い
う
言

葉

が

ラ

テ

ン
語

の

「
テ

ク

セ

レ

冨
×
臼
Φ
」
、

す

な

わ

ち

「
織

る
」

と

い
う
動

詞

に
由

来

し

て

い
る

こ

と

は

、

よ
く

知

ら

れ

て

い
る
。

こ

の
ラ
テ
ン

語

の
動

詞

は
、

織

物

を
織

る

こ
と

は
も

ち
ろ

ん
、

か
ご

を

編

ん
だ

り
、

花
輪

を

作

っ
た
り

、

ひ

い
て

は
船

の
よ

う
な

複

雑

な
建

造

物

を

組

み

立

て

る

こ
と

も

意
味

し

て

い
た

と

い
う

(
○
×
{O
「匹

][
鋤
什凶ロ

一)
一〇
け
一〇
⇒
四
「く

μ
㊤
㊤
O
"
一
㊤
ω
軽
)
。

し

て

み

る

と

、

テ
ク

ス
ト
と

い
う
言

葉

は
も

と

も

と
、

き

わ

め

て
即
物

的

な

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

帯

び

て

い

た

こ
と

に
な

る
。

こ

こ
数

十
年

ほ
ど

の
人
文

諸

科

学

に

お
け

る

こ

の
言

葉

の
用

法

に
な

じ

ん

で

い

る
者

に
と

っ
て
、

こ

の
事

実

は
ず

い
ぶ

ん
皮

肉

に
思

わ

れ

る
。

と

い
う

の
も

、

そ

こ

で

は

こ

の
言

葉

は
、

お

よ

そ
物

質

的

な

も

の
と

は
縁

の
遠

い
使

わ

れ
方

を

し

て
き

た

の
だ

か
ら

。

テ

ク

ス
ト
と

い
う
言

葉

は
、

そ

の
語
源

で
あ

る

テ

ク

セ

レ
が

帯

び

て

い
た
厚

み
や

手
ざ

わ
り

を

、

い

つ
ご

ろ
失

っ
た

の
だ

ろ

う

か
。

い

や

そ

も

そ
も

、

今

日

の
わ
れ

わ

れ
が

テ

ク

ス
ト

と

い
う

言
葉

に
結

び

つ
け

る
観

念

、

す

な

わ

ち
、

実
体

的

と

い
う

よ
り

理
念

的

な

文
字

記

号

の
連

な

り

の
観
念

は
、

い

つ
ご

ろ
、

い
か

に

し

て
成

立

し

た

の
だ

ろ

う

か
。

こ

こ
で

い
う

理

念

的

な

テ

ク

ス
ト
と

は
、

多

様

な

支
持

体

や

レ
イ

ア
ウ

ト
、
書

体

を

貫

い

て
意

味

論

的

同

一
性

を
維

持

す

る

テ

ク

ス
ト

の

こ
と

で
あ

る
。

規
格

化

さ
れ

た
書

物

が
大

量

に
出

ま

わ

る

現

代

社
会

に
生

き

る

わ

れ

わ
れ

は
、

そ

う

い
う
考

え

方

に
な
じ

ん

で

い
る

は
ず

で
あ

る
。

こ

の
プ

ラ

ト
ン

主
義

的

な

テ

ク

ス
ト
概

念
が

、

大

昔

の
文
字

の
発

明

に

ま

で
さ

か

の
ぼ

る
、

と

は

考

え

に
く

い
。

ま

た
、

ポ

ス
ト
構

造

主

義

者

が

「
テ

ク

ス
ト
性

呂
×
け§

澤
ご

に

つ

い



て
語

り
始

め

て
以
降

の
も

の
、

と

い
う

の
も

、

ほ

ん
と

う

ら

し

く

な

い
。

テ

ク

ス
ト
概
念

の
近

年

の
流
行

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

そ

の
歴
史

は

い
ま

だ
十

分

に
解

明

さ
れ

て

い
な

い
の

で

は
な

か

ろ
う

か
。

パ
ラ
ダ
イ
ム

カ

ル

ロ

・
ギ

ソ
ズ

ブ

ル
グ

は
、

「
徴

候
-

推
論

的

範

例

の
根

源

」

の
な

か

で
、

「
テ
キ

ス
ト
純

化

の
歴

史

過

程

」

な

る

も

の
を

描

い

　
　
　

て
い
る

(ギ
ソ
ズ
ブ
ル
グ

一
九
八
八
"
一
八
九
ー
二
〇
四
)。
「推
論
的
範
例
」
と
は
、
さ
さ
い
な
手
が
か
り
に
注
目
す

る
こ
と
で
、
直
接

に
は
把
握
で
き
な
い
事
柄
を
そ
の
個
別
性
に
お
い
て
認
識
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
太
古
の
昔
か
ら
、
獲
物

の
足
跡

や
排
泄
物
を
調
べ

る
狩
人
が
実
践
し
て
い
た
方
法
で
も
あ
る
。
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
に
よ
れ
ば
、
文
字
は
出
現
当
初
、
そ
う
し
た
手
が
か
り
と
し
て
推
論
的
読
解

の
対
象
と
な

っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
、
占
い
師
が
森
羅
万
象
を
神
が
書

い
た
文
字
と
み
な

し
、
読
み
解
こ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
自
然
界
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
、
「自
然
と
い
う
書
物
」
と
い
う
西
欧
で

は
お
な
じ
み
の
比
喩
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

=
ハ
世
紀
以
降
、
ガ
リ
レ
イ
の
物
理
学
の
登
場
を
皮
切
り
に
近
代
的
自
然
科
学
が
発
達
す
る
が
、
そ
れ
を
支
え
た

「
科
学
的
範
例
」
は
、

事
物

の
個
別
的
側
面
を
切
り
捨
て
、
反
復
可
能
、
数
量
化
可
能
な
側
面
の
み
を
抽
出
す
る
新
た
な
認
識
方
法
だ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

あ
く
ま
で
個
別
性
に
こ
だ
わ
る
人
間
科
学
は
、

一
六
世
紀
以
降
も
お
お
む
ね
推
論
的
で
あ
り
つ
づ
け
た
が
、
な
か
に
は
科
学
的
範
例
を
採

用
す

る
分
野
も
あ

っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
反
復
可
能
な
部
分
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト

・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
へ

発
展

を
遂
げ
た
文
献
学
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
発
明
と
関
連
し
て
い
た
。
す
で
に
文
字
の
発
明
に
よ
り

「
朗
唱
及
び

仕
種

に
関
す
る
要
素
」
を
捨
象
し
て
い
た
テ
ク
ス
ト
は
、
活
版
印
刷

の
発
明
に
よ
り

「筆
記
形
態
」
を
も
手
放
し
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の

二
重

の
操
作
の
結
果
と
し
て
、
テ
キ
ス
ト
は
感
覚
で
と
ら
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
除
去
さ
れ
、
徐

々
に
物
質
的
性
格

を
失
う
こ
と
に
な

っ
た
」
(ギ
ソ
ズ
ブ
ル
グ

一
九
八
八
"
一
九
七
)。
「
テ
キ
ス
ト

・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
は
あ
る
決
然
た
る
決
意
の
も
と
に
、

テ
キ
ス
ト
の
も

つ

再
現
可
能
な
部
分

(初
め
は
手
写
で
可
能
な
部
分
、
グ
ー
テ
ソ
ベ
ル
ク
以
降
は
機
械
的
に
可
能
な
部
分
)
だ
け
を
考
慮
す
る
よ
う
に
な
」

り
、
そ
の
お
か
げ
で

「厳
密
に
科
学
的
な
方
向
に
発
展
す
る
可
能
性
を
持

つ
よ
う
に
な
」

っ
た
の
で
あ
る

(同
書

"
一
九
七
)。

他
方
、
抽
象
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
排
除
さ
れ
た
個
別
的
側
面
、
と
り
わ
け

「筆
記
形
態
」
は
、
書
き
手

の
性
格
を
推
し
量
る
筆
跡

鑑
定
士
や
、
古
文
書
の
年
代
を
判
定
す
る
文
書
館
員
に
よ
り
、
推
論
的
読
解
の
対
象
と
し
て
救
い
上
げ
ら
れ
た
。
も

っ
と
も
、
後
者
の
方
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法

は

一
七
世

紀

後

半

、

ジ

ャ

ン

・
マ
ビ

ヨ
ン

に
よ

り
古

文

書

学

へ
と
体

系

化

さ
れ

る

こ
と

に
な

る

の
だ
が

。

以

上
、

ギ

ン
ズ

ブ

ル
グ

の
描

く

テ

ク

ス
ト
純

化

の
歴
史

を

概

観

し

て

み

た
。

彼

の
記
述

は
大
ざ

っ
ぱ

な
も

の

で
あ

り
、

個

々
の
事

実

や

そ

れ

ら

の
相

互

関

連

が

彼

の
言

う

と

お

り

に
進

展

し

た

か
ど

う

か

、

疑

問

の
余

地

が

あ

る
。

し

か

し
、
議

論

の
前

提

に
な

っ
て

い

る
次

の

ふ

た

つ
の
点

は
、

重

要

で
は

な

い

か
と

思

わ
れ

る
。

(
1
)

今

日

わ
れ

わ

れ
が

な

じ

ん

で

い
る

テ

ク

ス
ト

の
概

念

は
、

究

明

さ

れ
、

記

述

さ

れ

る

べ
き

ひ
と

つ
の
歴

史

を

も

つ
。

そ

れ

は
、

書

か

れ

た
も

の

の
本
質

的

な

あ

り

よ

う

で

は
な

い
。

し

か
し

、

そ

れ

は

ま

た
、

形
式

主

義

者

の
幻

想

と

い

っ
た
単

純

な
も

の
で
も

な

い
。

(
2
)

わ

れ

わ
れ

の

テ

ク

ス
ト
概

念

は
、

特

定

の
物

質

的

形

態

を

備

え

た

テ

ク

ス
ト

に
わ
れ

わ

れ
が

接

す

る
あ

り

方

と
密

接

に
関

連

し

て

い
る
。

そ

れ

ゆ

え

、

こ

の
概

念

の
歴
史

を

描

く

た

め

に

は
、

文
字

や
印

刷

な

ど

、
技

術

的

・
技

法
的

要

因

を

考
慮

に
入

れ

る
必

要

が

あ

る
。

こ

こ

で

ギ

ン
ズ

ブ

ル
グ

の
仮

説

を

紹
介

し

た

の
は
、

「
テ
キ

ス
ト
純

化

の
歴

史

過

程
」

に
今

日

の
わ

れ

わ

れ
が

い
ま

だ

巻

き

こ
ま

れ

て

い
る

よ
う

に
、

筆

者

に
は
思

わ

れ

る
か

ら

で
あ

る
。

周
知

の

よ
う

に
、

こ

こ
数

十

年
来

、

ポ

ス
ト
構

造

主
義

の

テ

ク

ス
ト
概

念

が

人

文

諸

科

学

を
席

巻

し

て

い

る
。

こ

の
概

念

は

一
九

六
〇
年

代

後

半

か
ら

七

〇
年

代

前

半

に
か

け

て
、

フ
ラ
ン

ス

の
文

学

者

や

哲

学
者

が

作

り
出

し

た
も

の

で
あ

る
。

そ

の

ひ

と

り

ロ

ラ

ン

・
バ

ル

ト

は
、

一
連

の
論

考

の

な

か

で
、

当

時

起

き

つ

つ
あ

っ
た

「
作

品

8
⊆
<
お
」

か

ら

「
テ

ク

ス
ト

器
蓉
①
」

へ
の

「
認

識

論
的

地

す

べ

り
」

に

つ
い

て
語

っ
て

い
る
。

す

な

わ

ち
、

「
作

品

は
物

質

の
断

片

で
あ

っ
て

(
た

と

え

ば

あ

る

図
書

館

の
)
書

物

の
空

間

の

一
部

を
占

め
る
」

の
に
対

し

、

テ

ク

ス
ト

は

「
構
造

化

さ

れ
閉

止

を
知

ら
な

い
言

語
活

動

そ

の
も

の

の
無

限

の
広

が

り

」

の
な

か

に
拡

散

し

て

い

る

(
.ハ
ル
ト

一
九
七
九

"
五
七
、
九
三
)
。

「
作

品

は

一
個

の
記

号
内

容

に
よ

っ
て
閉

じ

ら

れ

る
」

の
に

対

し

、

テ

ク

ス
ト

は

「
記

号

内

容

を

無

限

に
後

退

さ

せ
」

る

「
記

号
表

現

の
場

で
あ

る
」

(
同
書

H
九

五
ー

九

六
)
。

作

品

は

一

元
的

で
あ

る

の

に
対

し

、

テ

ク

ス
ト
は
複

数

的

で
あ

り
、

「
無

数

に
あ

る
文

化

の
中

心

か
ら

や

っ
て
来

た
引

用

の
織

物

で
あ

る
」

(
同
書

　

八

五
-

八

六
)
。

作

品

は

そ

の
起

源

と

し

て
作

者

を

も

つ
の

に
対

し
、

テ

ク

ス
ト

は

「
そ

の
内
部

の
あ

ら

ゆ

る

レ
ベ

ル

か
ら

作

者

が

姿

を

消

す

よ
う

に
作

ら

れ

、
読

ま

れ

る
」

(
同
書

臼
八
四
)
、

云

々
。

バ

ル
ト

の
テ

ク

ス

ト
概
念

は
、

ギ
ン

ズ
ブ

ル
グ
が

描

い
た

テ

ク

ス

ト
純

化

の
歴

史

の
終

着

点

の
よ
う

に
み
え

る
。

バ

ル
ト

の
テ

ク

ス
ト
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は
、
「朗
唱
及
び
仕
種
に
関
す
る
要
素
」
や

「筆
記
形
態
」
は
も
ち
ろ
ん
、
支
持
体
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
記
号
内
容
さ
え
も
延
期
さ
れ
て
、

記
号
表
現

の
際
限
の
な
い
戯
れ
と
化
し
て
い
る
。

ポ

ス
ト
構
造
主
義
の
テ
ク
ス
ト
概
念
は
、
文
字
記
号
の
連
な
り
と
い
っ
た
特
定

の
対
象
を
指
す
の
み
な
ら
ず
、
ど
ん
な
対
象
で
も
テ
ク

ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
方
法
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
概
念
は
、
文
学
者
や
哲
学
者
の
み
な
ら
ず
、
文
化
人

類
学
者
、
社
会
学
者
、
歴
史
学
者
、
地
理
学
者
な
ど
の
知
的
道
具
箱
に
も
収
ま
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
概
念

の
負

の
側
面
に
も
敏
感
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

テ
ク
ス
ト
性
の
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
を
与
え
る

と
約
束
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
多
く
を
奪

っ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
る
人
は
、
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
が
失

っ
た
も
の
、

あ

る
い
は
失

っ
た
と
想
像
し
て
い
る
も
の
は
、
た
と
え
ぽ
、
文
学
作
品
を
通
し
て
作
者

の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
、
史
料
か
ら
過
去
の
出

来
事
を
再
構
成
す
る
こ
と
、
異
文
化
を
客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
テ
ク
ス
ト
性
の
概
念
も
含
め
て
、
抽
象
的
な
テ
ク
ス
ト
概
念
を
学
問
上
の
公
準
と
す
る
こ
と
の
是
非
を
問
う
て
み
た
い
。

つ
ま
り
、
多
様
な
物
質
的
形
態
を
貫

い
て
同

一
の
テ
ク
ス
ト
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
の
是
非

を
問
い
た
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
抽
象
化
の
効
用
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
。
抽
象
化
は
科
学
的
発
展

の
推
進
力
で
あ
り
、

実
際
、
抽
象
的
な
テ
ク
ス
ト
概
念
は
人
文
諸
科
学
の
発
展
に
た
し
か
に
貢
献
し
て
い
る
。
し
か
し
、
抽
象
的
概
念
は
そ
の
使
用
者

に
そ
れ

が
抽
象
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る
特
質
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
し
ば
し
ぼ
問
題
を
引
き
起
こ
す
。

筆
者
の
考
え
で
は
、
抽
象
的
な
テ
ク
ス
ト
概
念
の
い
ち
ぽ
ん
の
問
題
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
事
が
ギ
ン
ズ

ブ

ル
グ
の
言
う
と
お
り
に
進
展
し
た
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
理

念
的
存
在
が
、
あ
る
歴
史
的
過
程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
存
在
を
自

明

の
前
提
と
し
て
し
ま
え
ぽ
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
に
い
た
っ
た
歴
史
が
み
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
歴

史
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
祖
先
が
物
質
的
形
態
を
備
え
た
テ
ク
ス
ト
と
格
闘
し
て
き
た
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が

文
字
を
考
案
し
、
支
持
体
を
開
発
し
、

レ
イ
ア
ウ
ト
を
工
夫
し
て
き
た
歴
史
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
利
用
法
を
多
様
化

し
、
そ
の
生
産
と

流
通
の
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
保
管
と
継
承
の
体
制
を
構
築
し
て
き
た
歴
史
で
あ
る
。

テクス トに厚みを取 り戻す175



本
論

の
タ
イ

ト

ル
に
あ

る

「
テ

ク

ス
ト

に
厚

み
を
取

り
戻

す

」

と

は
、

テ

ク

ス
ト
が

常

に
物

質

的
形

態

を
帯

び

て
わ

れ

わ
れ

の
前

に
現

れ

る
こ

と
を

再

認
識

す

る

こ
と

で
あ

り
、

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

わ

れ

わ
れ

が

理
念

的

な

テ

ク

ス

ト
概

念

を

す

ん

な
り

受

け

入
れ

て

い
る

の

は
な
ぜ

か
を

問

う

こ
と

で
も

あ

る
。

そ

れ

は
ま

た
、

学

問
上

の
公
準

と
化

し
た

テ
ク

ス
ト
概

念

が
覆

い
隠

し

て
し
ま

っ
た
、

人

間

と

テ

ク

ス

ト

の
取

っ
組

み
合

い

の
歴

史

を
掘

り
起

こ
す

こ
と

で
あ

り
、

校
訂

版

化

さ

れ

る

以
前

の
ほ

こ
り

ま

み
れ

の

テ
ク

ス
ト
を
探

し

出

し
、

綿

密

に
調

べ

る

こ
と

で
も

あ

る
。

そ

の
よ
う

な

努

力

を

通

じ

て
、

わ

れ

わ
れ

は
、
自

分

が

い
ま

何

気

な

く
歩

い

て

い
る
道
が

、

実

は
自

分

に

先

行

す

る
大

勢

の
人

び

と

に
よ

っ
て
踏

み
固

め
ら

れ

て

い
た

こ
と

を
、

よ
り

よ

く
認

識

で
き

る
だ

ろ

う
。

176

 

2

テ
ク
ス
ト
の
意
味
論
的
自
律

抽
象

的

な

テ

ク

ス
ト
概

念

を

学

問
上

の
公

準

に
す

る

と

か
、

テ
ク

ス
ト

に
厚

み

を
取

り
戻

す

と

か

い
う

こ
と
が

、

具
体

的

に
ど

う

い
う

　　
　

こ
と

か

を
示

す

た

め
、

こ

こ

で
は

ポ

ー

ル

・
リ

ク

ー

ル

の
テ

ク

ス
ト
論

を

取

り

上
げ

て
、

批

判

的

に
検

討

し

て
み

た

い
。

こ

の
知

的
作

業

に
と

っ
て
、

リ

ク
ー

ル
は
う

っ
て

つ
け

で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、

リ

ク

ー

ル

の
解

釈

学

、

少

な

く

と
も

一
九

七
〇

年

代
前

半

の
そ

れ

は
、

「
テ
キ

ス
ト

の
意

味

論

的

自

律

」

な

る
も

の
を

前

提

と

し

て

い

る

の
だ

か
ら

。

こ
れ

は
、

ギ
ン

ズ

ブ

ル
グ
が

粗
描

し
た

、

テ

ク

ス
ト
が

物

質

性

を
濾

過

さ

れ
、

純

化

さ

れ

て

い
く
歴

史

的

過

程

を
、

非

歴

史
的

定

理

と

し

て
言

い
換

え

た

も

の
で
あ

る
。

実

際

、

リ

ク

ー

ル

の
テ

ク

　
ヨ
　

ス

ト
論

の
中

核

に
は
、

書

く

こ
と

は
言

葉

の
精

神

性

を
高

め

る
、

と

い
う

主

張
が

あ

る
。

以

下

で

は
、
言

葉

は
書

か

れ

る

こ

と

で
出

来

事

か
ら
意

味

へ
止
揚

す

る
、

と

い
う

リ

ク

ー

ル
の
議

論

を
順

を
追

っ
て
辿

り
な

が

ら
、

そ

れ

を
逐

一
反

転

す

る

こ
と

を

試

み

た

い
。

つ
ま

り

、

リ

ク
ー

ル
が

言
葉

の
精

神

世
界

へ
の
飛

翔

を

み

出
す

と

こ
ろ

で
、

そ

の
物

質

世
界

へ

の
転
落

を
確

認

し

た

い
。

そ

う

す

る

こ

と

で
、

リ

ク

ー

ル
が

解

釈

学

の
公

準

と

し

た

テ

ク

ス
ト

の
意
味

論

的

自
律

が

、

言
葉

が

書

か

れ

る

こ
と

で

一
挙

に
達

成

さ

れ

る
奇

跡

で

は

な

く
、

人

間
が

物

質

世

界

の
た
だ

な

か

で
ひ

と

つ
ひ
と

つ
勝

ち
得

た
、
敗

北

と
裏

腹

の
技

術
的

勝

利

に
ほ

か
な

ら

な

い
こ
と

を

示

し

た

い
と
思

う

。

リ

ク

ー

ル
は

ま
ず

「
言

語

鼠
昌
ひQ
器

」

と

「
言
述

臼
ω
8
霞

ω」

を

区

別

し
、

解

釈

学

を
後

者

の

レ
ベ

ル
に
位

置

づ

け

る

こ

と

か

ら
出

発

す



る
。

こ

の
区

別

は
も

ち

ろ

ん
、

ソ

シ

ュ
ー

ル

に
よ

る

「
ラ
ン

グ

冨
ロ
ぴq
ロ
Φ
」

と

「
パ

ロ
ー

ル

冨

邑

Φ
」

の
区

別

を

ふ

ま
え

た

も

の
で
あ

る
。

周

知

の
と

お
り

、

ソ

シ

ュ
ー

ル
の
言

語

学

は

共
時

的

、
体

系

的

、

社
会

的
、

無

意

識

的

な
構

造

と

し

て

の

ラ

ソ
グ
を

、

通
時

的

、

個

別

的

、

個

人

的
、

意

識

的

な

出
来

事

と

し

て

の

パ

ロ
ー

ル
よ
り

も
優

先

さ

せ

た

(
ソ
シ

ュ
ー
ル

一
九
七

二
)
。

そ

れ

に
対

し

て
、

リ

ク

ー

ル

の
解

釈

学

は

、

両
者

の
関

係

を
逆

転

さ

せ
、

顕

在

的

な

パ

ロ
ー

ル
を
潜

在

的

な

ラ

ン
グ

よ

り
も
優

先

さ

せ
る

の
で
あ

る
。

な

お

、

リ

ク

ー

ル
は

「
『
ラ

ン
グ
』

の
科
学

の
残

余

に
過

ぎ

な

い
」

(
リ
ク
ー

ル

一
九
九

三

"
二
四
)

パ

ロ
ー

ル
の
代

わ

り

に
言
述

と

い
う
用

語

を

用

い

る

の
で

、

本

論

も

そ

れ

に
従

う

。

構

造

と

し

て

の
言

語

に
対

し

て
、

出

来

事

と

し

て
言

述

は
次

の
四

つ
の
特

徴

を

も

つ
。

(
1
)

言

語

は
時

間

の

ぞ

と

に
あ

る
が

、

「
言
述

は

時

間

的

出

来

事

と

し

て

顕

在

的

に

そ

の

つ
ど

実

現

さ

れ

る
」

(
リ

ク

ー

ル

一
九

八

五

"
四
八
)。

(
2
)

言

語

は

い
か

な

る
主

体

も

も

た

な

い
が

、

言
述

は
話

す

主
体

を
も

つ
。

(
3
)

言

語

は

い
か

な

る
指

示

対

象

も
も

た
な

い
が
、

「
言
述

は

つ
ね

に
、

あ

る

こ

と

に

つ
い
て
述

べ
る
」

(
同
書

H
四
八
)
。

(
4
)

言

語

は
受
取

り
手

を

も

た
な

い
が

、

言

述

は
話

し

か
け

ら

れ

る
相

手

、

す

な

わ

ち
対

話

者

を
も

つ
。

出
来

事

と

し

て

の
言
述

は
、

し

か
し

な
が

ら
、

実

現

さ

れ

る
と

同

時

に
そ

の
出

来

事

性

を
超

越

す

る
、

と

リ

ク

ー

ル
は
主

張

す

る
。

何

に
向

か

っ
て
超

越

す

る

の
か
。

意

味

に
向

か

っ
て
、

と

い
う

の
が

彼

の
答

え

で
あ

る
。

「
い
か

な

る
言

述

も

出
来

事

と

し

て
実

現

さ

れ

る

ー

し
か
し
い
か
な
る
言
述
も
意
味
と
し
て
了
解
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
了
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

一
瞬
に
過
ぎ
去
る
も

の
と
し
て
の

出

来

事

で

は
な

く

て
、
持

続

す

る
も

の
と

し

て

の
意

味

で
あ

る
」

(
リ
ク
ー

ル

一
九

八
五

一
四
九
)
。

言
述

の

こ

の
特

性

を

、

リ

ク

ー

ル
は

「
出

来

事

の
意

味

へ
の
止
揚

」

と
呼

ぶ
。

こ

の
弁

証

法

は
、

発
話

で
も

萌

芽
的

に
存

在

す

る
が

、

発

話
が

書

き

記

さ
れ

、

テ

ク

ス

ト
化

さ

れ

る
こ

と

で
完

全

に
成

就

す

る
。

そ

れ

で

は
、

書

く

こ
と

は

言
述

を
ど

う

変

え

る

と

い
う

の
だ

ろ
う

か
。

リ

ク

ー

ル
か
ら

引

用
す

る
と
、

書

く

こ
と
が

固

定

す

る
も

の
は
、

い

っ
た

い
何

だ

ろ
う

か
。

言
う

と

い
う

出
来

事

で

は
な

く
、

言

う

こ
と

の

「
言

わ
れ

る
も

の
」

で

テ クス トに厚み を取 り戻す177



あ

る
。

言

う

こ
と

の

「
言

わ

れ

る
も

の
」

と

は
、

言

述

の
目
的

で
あ

る
意

図

の
外

在

化

を
意

味

す

る
。

こ

の
外

在

化

の
お

か
げ

で
、

器

oq
①
昌
i

言

う

こ
と

が

〉
二
ω
φ

鋤
σq
Φ
に
、

言

表

行
為

が

言

表

に
な

る

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

わ
れ

わ

れ

が

書

く

も

の
、

刻

印

す

る
も

の

は
、

言

う

こ
と

の

ノ

エ

マ

〔志
向

対
象
〕

で
あ

り

、
話

す

と

い
う

出

来

事

の
意

味

な

の
で
あ

っ
て
、

出
来

事

と

し

て

の
出

来

事

で
は
な

い
。

(空

0
8
g

ド
㊤
謡
僧

H
。。
O
恥
空

0
8
霞

お
謡
Ω

切
ω
・。
)
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リ

ク

ー

ル
が
解

釈

学

の
公
準

と

し

た

テ

ク

ス
ト

の
意

味

論

的
自

律

と

は
、

こ

の

「
言

わ

れ

る

も

の
」

の
言

う

こ
と

か
ら

の
自
律

を
指

す

。

リ

ク

ー

ル

に
よ

れ
ば

、

両
者

の
隔

た
り

は
す

で

に
発

話

の
な

か

で
生

じ

て

い
る
。

つ
ま

り

、

言

う

こ
と

は
時
間

的

・
空

間

的

に
局

在

化

し

た

唯

一
無

二

の
出

来

事

だ

が

、

言

わ

れ

る
も

の
は

反
復

可
能

な

の

で
あ

る
。

た

と

え

ぽ

、

わ

た

し

が

あ

な

た

に

「
ド

ア

を
閉

め

て

下

さ

い
」

と

言

う

場
合

、

こ

の

「
ド

ア
を

閉

め

て
下

さ

い
」

は
繰

り
返

し
言

う

こ

と
が

で
き

る
し
、

同
じ

言

わ

れ

る
も

の
と

し

て
認
識

さ

れ

、

再
認

識

さ

れ

る
。

も

っ
と
も

、

発

話

で

は
、

言

わ

れ

る
も

の
は
言

う

こ
と

の
な

か

で

し

か
実

現

さ
れ

ず

、

そ

れ
ゆ

え
両

者

は
未

分

化

で
あ

る
。

そ
れ

に
対

し

て
、
書

く

こ
と

は
言

わ

れ

る

も

の
を
言

う

こ
と

か
ら

分
離

し
、

前

老

の
自

律

を
完

全

に
成

就

さ

せ

る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に
、

書

か
れ

る

こ
と

で
言

う

こ
と

は
言

わ
れ

る
も

の

へ
、

言
述

の
出

来

事

は
そ

の
意

味

へ
止
揚

す

る
わ
け

だ

が
、

そ
れ

に
と

も

な

い
言

述

の
出

来
事

性

を
構

成

す

る
先

の
四

つ

の
特

徴

は

い

っ
た

ん
否
定

さ
れ

る
。

そ

し

て
、

「
テ

ク

ス
ト

の
誕

生
」

(
空
。
8
霞

目
㊤
謡
σ
H

属
刈)

を

画
す

る
新

た

な

四

つ
の
特

徴
が

成

立

す

る
。

(
1
)

発

話

で

は
、

言
述

は
時

間

の
な

か

に
あ

り
、

「
瞬

時

に
消

え

る

こ
と

ば

」

(
リ
ク

ー
ル

一
九

八
五

H
五

一
)

の
域

を

出

な

い
。

し

か

し

、

テ

ク

ス
ト

で
は
、

言

述

は
刻

印

さ

れ
、

固

定

さ

れ

、
保

持

さ

れ

る
。

(
2
)

発
話

で

は
、

言
述

の
意

味

は
話

す

主
体

の
意

図

と

重

な

り
合

う
。

し

か

し
、

テ

ク

ス
ト

で

は
、

そ

れ

は
書

く
主

体

の
意

図

か
ら
自

律

す

る
。

「
テ

キ

ス
ト

の
言

う

と

こ

ろ

は
、

い
ま

や
著

者

が
意

味

し
よ

う

と

し

た

(
言

わ

ん

と

し

た
)

と

こ
ろ

以

上

に
重

要

」

(
リ

ク

ー
ル

一
九

八
五

"
五

二
)
と

な

り

、
後

者

は
前

者

か

ら

推
測

さ

れ

る

に
す

ぎ

な

く

な

る
。

(
3
)

発
話

で

は
、
言

述

が

指

示

す

る

の
は

「
対

話

老

ど

う

し

に
共

通

な
状

況

」

(
リ

ク
ー
ル

一
九
八
五

一
五
三
)

で
あ

り
、

「
言
述

の
状

況

に
よ

っ
て
決

定

さ
れ

る

『
こ

こ
』

と

『
い
ま

』

で
あ

る
」

(
同
書

"
一
九

一
)
。

し

か
し

、

「
テ
キ

ス
ト

は
そ

の
指

示

を

、

公
然

た

る



指

示

と

い
う

限
界

か
ら

解

放

L

(
同
書

H
五
四
)

し
、

非

公

然

た

る
指

示

に

よ

っ
て

可
能

的

な

世
界

を
構

築

す

る
。

(
4
)
発

話

で

は
、

言
述

は

「
二
人

称

の
汝

に
だ

け

差

し
む

け

ら

れ

る
」

(
リ

ク
ー
ル

一
九

八

五

"
五
五
)
。

し

か

し
、

「
テ

キ

ス
ト

は
読

め

る
者

に

は
誰

に
対

し

て
も

開

か

れ

て

い

る
」

(
同
書

H
六
〇
)
。

こ
う

し

て
、

テ

ク

ス
ト

の
意

味

論

的
自

律

が

完

成

す

る
。

テ

ク

ス
ト
は

「
い
ま
」

と

「
こ

こ
」

と

い
う

個

別
的

状

況

を
超

越

し

、
特

定

の
書

き

手

と
特

定

の
読

み
手

か
ら

解

放

さ
れ

て
、

リ

ク

ー

ル
が

「
テ
キ

ス
ト
世

界

」

と
呼

ぶ

独
自

の
世

界

を

展

開

す

る

よ
う

に

な

る
。

「
テ

キ

ス
ト
世

界

」

と

は
、

「
テ

キ

ス
ト

に

よ

っ
て
開

か

れ

た
指

示

の
全

体

」
、

「
可
能

的

な

存

在

様

式

と

し

て
、

わ

れ

わ

れ

の
世

界

内

存

在

の
象

徴

的

な
次

元

と

し

て
提

供

さ

れ

る

、
非

状

況

的

な

指

示
」

の
全
体

で
あ

る

(
リ

ク
ー
ル

一
九

八
五

"
五

四
)
。
。

そ

し

て
、
解

釈

学

の
目
的

は
、
書

き

手

の
意

図

の
探

求

か
ら

、

こ

の

「
テ

キ

ス
ト
世

界

」

の
探

求

へ
と
振

り

向

け

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

テ

ク

ス
ト
と
発

話

、

世
界

と
状

況

の
あ

い
だ

に

リ

ク

ー

ル
が

設

定

し

た

二
律

背

反

は
、

エ
ド

ワ
ー
ド

・
W

・
サ
イ

ー
ド

に
よ
り

厳

し

く

批

判

さ

れ

る

こ

と

に
な

っ
た

(
サ
イ

ー
ド

一
九

九

五

一
五

三
-

五
六
)
。

リ

ク

ー

ル

の
解

釈

学

で

は
、

テ

ク

ス
ト

と

状

況

が

ふ

た

り

で

「
椅

子

取

り

ゲ

ー

ム
」

を
繰

り
広

げ

て

い
る

よ

う
だ

、

と

サ
イ

ー
ド

は
皮

肉

っ
て

い
る
。

サ
イ

ー
ド

の
考

え

で
は

、
発

話

と

同
様

、

テ

ク

ス
ト
も

状

況

の
な

か

に
あ

り

、
状

況

を

そ

の
な

か

に
含

ん

で

い

る
。

「
テ

キ

ス

ト
と

は

世
界

内

的

な

も

の

で
あ

り
、

テ

キ

ス
ト
は

あ

る

程

度

は
事

件

で
あ

る

の
で
あ

り

、

テ

キ

ス
ト
自
体

が

そ

れ
を

否

定

す

る

よ
う

に
見

え

る
と
き

で
す

ら

、

テ

キ

ス
ト

は
社
会

的

世
界

、

人

間

生

活

の

一
部

な

の

で
あ

り
、

む

ろ

ん
、

テ

キ

ス
ト
が

位

置

づ

け

ら

れ
解

釈

を

受

け

る
歴

史
的

瞬

間

の

一
部

で
も

あ

る
」

(同
書

"
六
)
。

リ

ク
ー

ル
と

サ
イ

ー
ド

が

、

ハ
イ
デ

ガ

ー

の

「
世

界

内

存

在

ぎ
己

Φ
腎
乏

簿

-
ω①
言
」

と

い
う

言

葉

を
対

称

的

な
意

味

で
用

い

て

い

る

こ

と

は
、

興

味

深

い
。

サ

イ

ー
ド

に
と

っ
て
、
「
世

界

内

存

在

」

と

は

「
情

況

的

現

実

」

を
指

し
、

リ

ク

ー

ル
に

と

っ
て
、

そ

れ

は

「
テ

キ

ス

ト
世

界
」

を
指

し

て

い
る
。

リ

ク

ー

ル
に

よ
れ

ば

、

サ
イ

ー
ド

の

「
情

況

的

現

実

」

は
、

そ
も

そ
も

「
世

界

芝
卑

」

の
名

に
値

し

な

い

「
環

境

¢
ヨ
≦
①
『

に
す

ぎ

な

い
。

そ

れ

は
話

し
手

と

聞
き

手

の

み
が

共
有

す

る
個

別

的

状

況

で
あ

り

、

テ

ク

ス

ト

の
強

み

は

そ

こ

か

ら

わ

れ

わ

れ

を
解

放

し

て
く

れ

る

こ

と

な

の

で
あ

る
。

他

方
、

サ
.イ

ー
ド

に

よ
れ

ぽ

、

リ

ク

ー

ル

の

「
テ

キ

ス
ト

世

界
」
、

す

な

わ

ち

「
わ

れ

わ
れ

が

読

み
、

了

解

し

、
愛

す

る

で
あ

ろ

う
あ

ら
ゆ

る

テ
キ

ス
ト

の
非

公
然

た

る
指

示

に

よ

っ
て
投

企

さ

れ

た

《
世

界
》

」

(
リ

ク

ー

ル

一
九

八
五

口
五
四
)

は
、

そ

の
指

示

の
非

公

然

性

ゆ

え

、

オ

リ

エ
ン

タ
リ

ズ

ム
の
悪

夢

に
転

化

し

う

る
。

実

際

、

オ

リ

エ

ン
タ

リ

ス

テクス トに厚 みを取 り戻すi79



ト
た

ち
が

読

み
、

了

解

し

、
愛

す

る

オ

リ

エ
ン
ト
世

界

は

、
「
『
オ

リ

エ
ン

ト
』

と

し

て
実
在

す

る
事

物

の
こ
と

ご

と

く

を
排

除

し

、

駆
逐

し

、

邪
魔

物

扱

い
に
す

る

こ
と

に

よ

っ
て
こ

そ
、

読

者

に
対

し

て

ひ
と

つ
の
現

前

と

な

る

の
で
あ

る
」

(
サ
イ
ー
ド

一
九

八
六

n
二

一
)
。

180

 

3

意
味
か
ら
出
来
事

へ

議

論

の
出

発

点

に
戻

っ
て
、

問

題

を
整

理

し

て

み
よ

う
。

前

述

の

よ
う

に
、

リ

ク

ー

ル
は
、
書

く

こ

と
が

言

う

こ

と

か
ら

言

わ

れ

る
も

の
を

、

言

述

の
出

来

事

か
ら

そ

の
意

味

を

切

り

離

し

、
自

律

さ

せ

る
、

と
主

張

す

る
。

書

く

こ

と

に

よ

る

「
言

述

の
意

味

論

的

自

律

」

(
リ
ク
ー

ル

一
九

八
五

"
二
三
)
は

、
解

釈

学

の
目
的

を
書

き

手

の
意

図

の
探

求

か
ら

テ

ク

ス

ト

の
意

味

の
探

求

へ
振

り

向

け
、

解

釈

学

を

心

理
主

義

か
ら

解

放

す

る

う

え

で
、
決

定

的

に
重

要

で
あ

る
。

し

か
し

、

テ

ク

ス
ト
が

言

述

を

固
定

し
、

発

話

状
況

か
ら

切

り
離

す

と

し

て
も

、
切

り
離

さ

れ

た

言
述

が

意
味

論

的

に
自

律

す

る

こ

と

の
保

証

が

い

っ
た

い
ど

こ

に
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

誰
も

が

知

っ
て

い
る

よ

う

に
、
発

話

を
逐

語

的

に
書

き

記

し

て
も
、

意

味

は
保

持

さ

れ

な

い
。

な
ぜ

な
ら

、

発
話

の
意

味

は
、

文

字

で
固
定

で
き

る
語

彙
的

・
統

語

的

要
素

だ
け

で
な

く

、

話

し
手

の
表

情

や
身

ぶ

り

、
声

の
抑

揚

や

強
勢

、

さ
ら

に
は
、

対

話

者

の
関

係

や

対

話

の
時

間

や

場

所

な
ど

、

わ

れ

わ

れ
が

「
コ

ン
テ

ク

ス
ト
」

と
総

称

す

る
諸

要

素

に
依

拠

し

て

い

る

の
だ

か
ら

。

リ

ク

ー

ル
自

身

、

こ

の
事

実

を
無

視

し

て

い
る
わ

け

で
は

な

い
。

彼

は
書

く

こ

と
が

言

う

こ

と

の
何

を

固
定

す

る

か

に

つ
い

て
、

J

・
L

・
オ

ー

ス
テ

ィ
ン

の
言

語
行

為

論

に
も

と

つ

い

て

議

論

し

て

い
る

(
リ
ク
ー

ル

一
九
八

五

二

八
〇
1

一
八
二

"
リ

ク
ー
ル

一
九
九

三

二

二
四
-
四

二

"
空
。
8
員

一Φ
謡
Ω

㎝
認

ふ
恕

)。

周
知

の
よ
う

に
、

オ

ー

ス
テ

ィ
ン

は
言

う

と

い
う

出
来

事

を

相

互

に
関

連

し

た

三

つ

の
行

為

に
分

割

し

た
。

す

な

わ

ち
、

「
発

語

行

為

一8

鼠

。
麸

曙

霧

け」

と

「
発

語

内

行

為

已
。
2

ま

爵

q

碧
ご

と

「
発

語

遂

行

行

為

b
巴

。
2

叶δ
爵

蔓

碧

ご

で
あ

る

(
オ

ー

ス
テ

ィ
ン

一
九

七

八
)
。

た

と

え

ぽ

、

わ

た

し
が

あ

な

た

に

「
ド

ア
を

閉

め

て
下

さ

い
」

と

言

う

場

合

、

わ

た

し
が

そ
う

言

う

こ

と
が

発

語

行

為

、

わ

た

し
が

あ

な

た

に
依

頼

(
催
促
、
命
令

な
ど
)

す

る

こ

と
が

発

語

内

行

為

、

わ

た

し
が

あ

な

た

に
ド

ア
を

閉

め
さ

せ

る

こ
と

が

発

語

遂

行

行

為

に
相

当

す

る
。

リ

ク

ー

ル
に

よ
れ
ば

、

書

く

こ
と
が

固

定

す

る

の
は
発

語

行

為

、

お

よ
び

発
語

内

行

為

の

一
部

で
あ

る
。

発

語
行

為

が

記

述

可
能

な

の
は
、

「
ド

ア
を
閉

め

て
下

さ

い
」

と

い
う

文

が

、

話

さ

れ

よ
う

が

書

か
れ

よ

う

が
、

同

一
の
文

と

し

て
認

識

さ

れ
、

再

認



識

さ
れ

る

こ

と

か
ら

理
解

さ

れ

る
。

他

方

、
発

語

内
行

為

、

つ
ま

り
言

う

こ

と

の
う

ち

に
何

か

(
報
告
、
予
想

、
約
束
、
説
得
、

詰
問

、
警

告

な
ど
)

を

す

る
行

為

は

、
話

し
手

の
声

の
韻

律

や

コ
ン
テ

ク

ス
ト

に
依

拠

す

る

ゆ

え
、

記

述

さ
れ

に
く

い
。

と

は

い
え

、
発

語

内

行

為

ム
　
ド

に
も

「
時

制

や

コ
ー
ド

化

さ

れ

た
副

詞

的

表

現
」
、

「
文
法

上

の
法

の
使

用
」

な
ど

の

「
言
語

的

標

識
」

が

あ

り
、

そ

の
か
ぎ

り

で

そ

れ

は

記

述

可

能

で
あ

る

(
リ

ク
ー

ル

一
九

九

三

"
四
〇
1

四

一
)
。

最

後

に
、

発

語

遂

行

行

為

は

テ

ク

ス
ト
か

ら
完

全

に
欠

落

す

る
が

、

こ

れ

は

そ

も

そ
も

、

発

語
遂

行

行

為
が

言
う

こ
と

の
う

ち

と

い
う

よ

り
、

そ
と

に
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

発

語

遂
行

行

為

は
意

味

作

用

に
関

与

し

な

い

の
だ

。

し

か

し
、

発

語
内

行

為

は
意

味
作

用

に
関

与

し

て

お
り

、

そ

れ
ゆ

え

発

話
が

書

か

れ

る

こ
と

で
、

発
語

内

行

為
が

部

分

的

に
せ

よ

損

な

わ

れ

る

な
ら

ぽ

、

テ

ク

ス
ト

の
意
味

作

用

に
欠

損
が

生

じ
ざ

る
を

え
な

い
。

こ

の
問

題

は
ど

う
解

決

さ

れ

る

の
だ

ろ

う

か
。

リ

ク

ー

ル
は

こ
う
続

け

る
。

書
き
言
葉
の
場
合
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
話
し
言
葉
の
言
語
的
標
識
が
保
持
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
補
助
的
な
弁
別
記
号
と
し

て
、
話
者
が
執
筆
者
に
変
わ
る
と
き
消
滅
す
る
顔
つ
き
や
身
振
り
に
よ
る
表
現
を
示
す
た
め
、
引
用
符
、
感
嘆
符
、
お
よ
び
、
疑
問
符

な
ど
が
加
わ
る
。
(リ
ク
ー
ル

一
九
九
三

n
四

一
)

こ

の
リ

ク
ー

ル
の
言
葉

は
、

言

述

に
お

け

る
出

来

事

の
意

味

へ
の
止
揚

と
彼

が

呼

ぶ

も

の
を

、
解

釈

学

的

必
然

か
ら

歴
史

的

偶

然

に
変

、兄
て

し
ま

っ
て

い
る
。

と

い
う

の
も

、

引

用
符

や
感

嘆
符

、

疑

問

符

は
、

文

字

の
発

明

と

セ

ッ
ト

に
な

っ
て
人
間

に
与

え

ら

れ

る
も

の
で

は
な

い

の
だ

か
ら

。

西

欧

の
句
読

法

に

つ
い

て

の
M

・
B

・
パ

ー

ク

ス

の
研

究

に

よ
れ
ぽ

、

疑

問

符

は

八
世
紀

後

半

、

キ

リ

ス
ト
教

の
典

礼

式

文

の
朗
読

を
補

佐

す

る

た

め
導

入

さ

れ

、
感

嘆

符

は

一
四
世

紀
後

半

、

人

文

主

義

者

に
よ

る
古
代

の
弁

論
術

の
復

興

と

と

も

に
導

入

さ

れ

た

(
勺
費

冨
ω
お
㊤
ω
"
ω
㎝
山
ρ

お
)
。

他

方

、
引

用

符

の
起

源

は
古

代

に
ま

で
さ

か

の
ぼ

る
。

テ

ク

ス
ト

の
重
要

な
箇

所

に
読

み
手

の
注

意

を
喚

起

す

る
欄

外

記

号
が

、
中

世

に
な

る
と

聖
書

か
ら

の
引

用

を

示

す

た

め
使

わ

れ

、

近
代

以

降

、
印

刷
物

の
印

字

幅

に
入

り

こ

ん

で
、

引
用

文

一
般

を
指

す

よ
う

に
な

っ
た

の

で
あ

る

(
℃
o
「
一(Φ
ω
H
㊤
㊤
ω
…
α
刈
1
①
H
)
。

い
ず

れ

に

し

ろ
、

重

要

な

の
は
、

発

語

内

行

為

を

記

述

可
能

テ クス トに厚みを取 り戻す181



に
す

る

「
補

助
的

な
弁

別

記
号

」

は
、

書

く

こ

と

一
般

の
属

性

で

は
な

く

、
明

瞭

に
書

こ
う

と
す

る
人

間

の
創

意

工
夫

が

生

み
出

し

た
も

の
だ
、

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

テ

ク

ス
ト

の
意
味

論

的

自

律

が

そ
う

し

た
創

意

工
夫

に
依
存

し

て

い

る
以

上
、

そ
れ

は
解

釈

学
上

の
真

理

で

は

な
く

、

人

間

の
努

力

次
第

で
近

似

値

的

に
実

現

し

た
り

し

な

か

っ
た

り
す

る
歴

史

的
出

来

事

と

い
う

こ

と

に
な

る
。

こ

の
歴

史

的
出

来

事

に

つ

い
て

は
、

デ

ヴ

ィ

ッ
ド

・
R

・
オ

ル
ソ

ン
が

、

思

考

と

認

知

に
対

す

る
読

み
書

き

の
影
響

と

い
う
観

点

か
ら

、

明
瞭

な

見

取

り

図
を

描

い

て

い
る

(()一ωO
]P
一
り
㊤
蔭
)
。

オ

ル

ソ

ン
は
、

リ

ク
ー

ル
が

つ
ま
ず

い
た
と

こ
ろ

、

す

な
わ

ち
、

聞

き
手

に
懇

願

し

、

奨

励

し
、

要

求

す

る

「
発

語

内

的

カ

一一一〇
2

けδ
墨

蔓

8
8
Φ
」

が

、
言

述

が

書

か
れ

る

こ
と

で
損

な

わ

れ

る
、

と

い
う
認

識

か
ら

出

発

す

る
。

声

音

や

表
情

、

身

ぶ

り

な
ど

、

話

し

手
が

発

語

内

的

力

を
行

使

す

る

や

り
方

の

一
部

が

、

書

き

手

に

は
利

用

で
き

な

く

な

る
わ

け

だ

が

、

オ

ル

ソ
ン

の
狙

い

は
、

こ

の
読

み
書

き

の
弱

み
が

実

は
そ

の
強

み

の
源

で
あ

る

こ
と

を
示

す

こ
と

に
あ

る
。

オ

ル
ソ

ン
に

よ
れ
ぽ

、

わ

れ

わ
れ

は

テ

ク

ス
ト

か
ら
失

わ
れ

た
発

語

内
的

力

を

ふ
た

た
び

テ

ク

ス
ト

に
戻

し

て
や

る

た

め
、

語
彙

的

・
統
語

的

手

段

を
洗

練

さ

せ
、

視

覚

的

な

補
助

記

号

を
考

案

し
、

書

式

を
標

準

化

し
、

装

丁

に
工
夫

を
凝

ら

し

た
。

そ

の
お

か
げ

で
、

わ

れ
わ

れ

は
書

く

こ

と
を

通

じ

て

発

語

内

的

力

を

よ
り

十

全

に
行

使

で
き

る

よ

う

に

な

っ
た
う

え
、

そ

の
力

を
明

瞭

に
意

識

化

し
、

統
御

で
き

る
よ
う

に
さ

え

な

っ
た
。

他

方

、

テ

ク

ス
ト
自

体

は
、
発

語

行

為

の
み

な

ら

ず

発

語

内

行

為

も

明

示

で

き

る

よ

う

に
な

り
、

記

憶

の
補

助

か

ら

「
意

味

の
自

律

的

表

象

」

(()
一ω
O
『μ
一
㊤
Φ
蔭
"
一
〇◎
刈
)

へ
と
発

展

し

て

い
く

の
で
あ

る
。

失

わ

れ

た
発

語

内

的
力

を

テ

ク

ス
ト

に
戻

し

て

や

る
た

め
人

間

が
考

案

し

た
仕
組

み

と

し

て
、

オ

ル

ソ

ン
が
指

摘

す

る

も

の

は
、

い
ず

れ
も

本

格

的

な
歴

史

学
的

探

求

に
値

す

る

と
思

わ
れ

る
。

た

と
え

ぽ

、
書

式

で
あ

る
。

オ

ル
ソ

ン
が

例

に
あ
げ

る

の
は
法
律

文

書

だ
が

、

そ

れ
ら

は

歴
史

上

、

比
較

的

早

い
時

期

に
、
命

令

、

請

願

、
訴

訟

な

ど

の
発

語

内
行

為

に
応

じ

て
書

き

方

が

定
式

化

さ

れ

た
。

当

然

、
文

書

の
解

釈

も
標

準

化

さ

れ
、

そ

の
お

か
げ

で
法

律

文

書

は

、
唯

一
に
し

て
字

義

ど

お

り

の
意

味

を

も

つ
テ

ク

ス
ト
と

し

て
、

書

き

手

の
意

図

に
取

っ
て
代

わ

る

に

い

た

っ
た

(()
一ω
O
】p

一〇
㊤
心
"

一
◎o
刈
-
一◎c
oo
)
。

も

う

ひ

と

つ
の
重

要

な
仕

組

み

は
、

オ

ル

ソ
ン

が

「
言

語

行

為

動

詞

ωb
Φ
8
7

餌
9

<
o
吾
」

と

「
心
的

状

態

動

詞

ヨ
Φ
暮
巴

ω
β
8

<
臼
げ
」

と
呼

ぶ
も

の

で
あ

る
。

そ

れ

ら

の
動

詞

は
そ

れ
ぞ

れ

「
言

う

ω
①
ご

と

「
考

え

る

9
貯
犀
」

の
発

展
型

と
考

え

る
と

わ

か

り

や
す

い
。

そ

れ

ら

は
話

し

言
葉

に
も
備

わ

っ
て
お

り

、
他

人

の
発

言

を

引

用

し
、

そ

れ
が

ど

の
よ
う

な

意

図

で
な

さ

れ

た

か

を

明
示

す

る

の

に
使

わ

れ

る
。

し

か
し

、

そ
れ

ら

の
動

詞
が

高

度

に
発

達

す

る

の
は
、

や

は

り
人
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表1言 語行為動詞 と心的状態動詞 のい くつか につ いて、英語での最初 の使用が知 られ ている時

期(01son1994:109を もとに筆者が作成)

ゲルマン 語系 ラテン語系

believe 古英語 assert 1604年

know 古英語 assume 1436年

mean 古英語 claim 中英語

say 古英語 concede 1632年

tell 古英語 conclude 中英語

think 古英語 confirm 中英語

understand 初期中英語 contradict 1570年

criticize 1649年

declare 中英語

define 中英語

deny 中英語

discover 中英語

doubt 中英語

explain 1513年

hypothesize 1596年(ギ リシャ語系)

mply 中英語

nfer 1526年

nterpret 中英語

observe 後期中英語

predict 1546年

prove 中英語

remember 中英語

suggest 1526年

注:古 英語は1150年 以前、初期 中英語 は1150年 か ら1350年 、後期 中英語 は1350年 か ら1450年 の英

語を意味す る。

出典:TheOxfordEnglishDictionary

間

と

テ

ク

ス
ト

の
関

係

が
緊

密

化

し

て

以
降

の
こ
と

と

推
察

さ
れ

る
。

オ

ル

ソ

ン
ら

の
研

究

に
よ

れ
ば

、

一
六
世

紀

か

ら

一
七
世

紀

に
か

け

て
、

英
語

の
話

者

は

ラ
テ

ン
語

の
語
彙

を

大

量

に
借

用

し

た
が

、

そ

こ

に
は
相

当

数

の
言

語

行

為

動

詞

と

心
的

状

態

動
詞

が
含

ま

れ

て

い

た

(
O
一ω
o
昌
一
り
㊤
合

H
O
。。
山
O
㊤
)

(
表
1
)
。

こ

の
事

実

の
意

義

を
究

明

す

る

こ
と

は
、

た

い

へ
ん
興

味

深

い
。

最
後

に
、

発

語

内
的

力

を
明

示

す

る
視

覚

的

な
仕

組

み

の
重

要
性

を
指

摘

し

た

い
。

具
体

的

に

は
、
書

体

、

句

読

点

や
疑

問
符

、

引

用

符

な

ど

の
補

助

記

号
、

分

か

ち
書

き

、

行

や

段
落

の
配

置

を
含

め
た

レ
イ

ア
ウ

ト
な

ど

で
あ

る

(()
一ω
O
口
]-Φ

り
鼻
"
一
H
O
)
。

リ

ク
ー

ル
の

い
わ
ゆ

る

「
テ

ク

ス
ト

の
誕

生

」

を
歴

史

的

に
相

対
化

し

た

い

ま

、

そ

の
テ

ク

ス
ト

の
特

徴

と

し

て
彼

が

あ
げ

る

四

つ
の
点

を
歴

史
化

す

る

こ

と

は
、
容

易

な

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

ら

183テ クス トに厚みを取 り戻す



の
四

点

は

、

そ

の
ま

ま
将

来

の
研

究
課

題

と

し

て
役

立

ち

う

る
。

(
1

)

テ
ク

ス
ト
が

言

述

を
固

定

し
、

保

持

す

る
と

い
う

の
は
、

単

な

る

可
能

性

に
す
ぎ

な

い
。

そ

の
可
能

性

を
実

現

す

る

た

め

に
は
、

社
会

的

な

レ

ベ

ル
で

の
意

志

と
努

力

が

必

要

で

あ

る
。

耐

久

性

の
あ

る
支

持

体
、

イ

ン

ク
、

定

着

方
法

、

装

丁
方

法

の
開

発

は

も

ち

ろ

ん
、

テ

ク

ス

ト

の
整

理

・
保

管

・
参

照

の
体

制

を
構

築

す

る

こ
と
も

欠

か
せ

な

い
。

(
2

)

発
話

を
逐

語

的

に
書

き

記

し

た
だ

け

の

テ

ク

ス
ト

は
、

不
完

全

な
意

味

作

用

し

か
も

た
ず

、

書

き
手

か
ら

自

律

し

え

な

い
。

つ
ま

り

、
書

き

手

が
解

説

し

て
や

ら

な
け

れ

ぽ

意

味

を

な

さ
な

い
。

テ

ク

ス
ト
が
意

味

論

的

に
自

律

す

る

た

め

に

は
、
発

語

内

的

力

を
明

示

で
き

る
よ

う

、
書

式

や

レ
イ

ア
ウ

ト
、

語
彙

や
統

語

法

を

改
変

し
な

け

れ
ぽ

な
ら

な

い
。

そ

う

し

て

は
じ

め

て
、

テ

ク

ス
ト
は
書

き
手

の
意

図

を

十
分

に
体

現

し
、

そ
れ

に
取

っ
て
代

わ

る

こ
と
が

で
き

る
。

(
3
)

リ

ク

ー

ル
自
身

が

み

と

め

る
よ
う

に
、

発

話
が

書

き

記

さ

れ

、
発

話

状

況

か

ら
切

り
離

さ
れ

る
と
、

そ

の
指

示
作

用

は
空

回

り

し
、

「
テ

ク

ス
ト
は

い
く

ぶ

ん

『宙

に
浮

く

』
」

(
空
。
8
霞

お
謡
げ
」
ω
。。
)
。

こ

の
宙

ぶ

ら
り

ん

の
テ

ク

ス
ト

に
指

示

対
象

を
戻

し

て
や

る

の

は
、

単

な

る
書

く

こ

と

で
は

な
く

、

文

語
的

に
書

く

こ
と

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

代
名

詞

や

指

示

詞
、

時

間

や

場
所

の
副

詞

を
明

示

化

し
、

直

接

話
法

を
間

接

話
法

に
変

え

、

関
係

代

名

詞

や

接
続

詞

に

よ
り
節

の
関

係

を
明

確

化

し

た
う

え

、

コ
ン
テ

ク

ス
ト
と

し

て

了
解

さ
れ

て

い
る

こ

と
を

言
述

化

し
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
。

(
4
)

テ

ク

ス
ト

に
お

け

る

「
聴

衆

の
普

遍

化

」

(
リ

ク
ー

ル

一
九

九

三

u
六
〇
)

は
、

や

は

り

リ

ク
ー

ル
自

身

が

み

と

め

る

よ

う

に
、

「
潜

在

的

な

も

の
に
す

ぎ

な

い
」

(
同
書

　
六

一
)
。

言

述

は
書

か
れ

た

か
ら

と

い

っ
て
す

ぐ

に

不
特

定

多

数

の
読

者

を
も

つ
わ
け

で

は

な

い
。

そ

の
た

め

に

は
、

テ

ク

ス
ト

の
複

製

技

術

の
発
達

や
流

通

経

路

の
整

備

、
学

校

教

育

の
普

及

や
読

み
書

き

能

力

の
応

用

先

の
拡

大

な

ど

、

一
連

の
技

術
的

・
制

度

的
改

革

が

必

要

で
あ

る
。

い
ま

や

リ

ク

ー

ル

の
テ

ク

ス

ト
論

か
ら

ひ
と

つ
の
研

究

方

針

を
引

き

出

す

こ
と
が

で
き

る
。

そ

の
方

針

と

は
、
言

述

に

お
け

る
出

来

事

の
意

味

へ
の
止

揚

を
反

転

し
た

も

の
、

す

な

わ

ち
、

言

述

の
意
味

か
ら

そ

の
出
来

事

へ
の
下

降

、

言

わ

れ

る
も

の
か

ら
言

う

こ
と

へ
の
下

降

で
あ

る
。

リ

ク

ー

ル
が
指

摘

す

る
よ

う

に
、

書

か

れ

た
言

述

は
、
書

き
手

の
意

図

か

ら
、

書

記
状

況

か
ら

、
特

定

の
受

取

り
手

か
ら

切

り
離

す

ご
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と
が

で
き

る
。

し

か

し
、

リ

ク

ー

ル

の
言

明

に
反

し

て
、

書

く

こ

と

は
言

述

を
意

味

論

的

に
自

律

さ

せ

る
ど

こ

ろ

か
、

そ

の
意

味

作

用

を

危

機

に
陥

れ

る
。
発

語

内

的

力

が

損

な

わ
れ

、

代
名

詞

や
指

示

詞
が

機

能

停

止

し

た
結

果

、

テ

ク

ス
ト

の
意

味

は
宙

に
浮

か
ざ

る
を

え

な

い
。

そ

の
場

合

、

テ

ク

ス
ト

を
救

済

す

る

て

っ
と

り

早

い
方

法

は
、
書

き

手

や

状

況
、

受

取

り
手

の
も

と

に

テ

ク

ス
ト

を
送

り
返

し

て
や

る

こ
と

で
あ

る
。

テ

ク

ス
ト
が

機

能

障
害

に
陥

っ
た

の
は
、

そ

も

そ

も

そ

れ
が

分

不

相
応

な

ひ
と
り

歩

き

を
試

み
た

か

ら

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ

え

、

問
題

を
解

決

す

る
た

め

に

は
、

テ

ク

ス
ト
を

も

と

も
と

の
状

況

に

つ
な

ぎ

止

め

て

お
く

の
が

、

い
ち
ば

ん
な

の
で
あ

る
。

し

か
し

、
宙

に
浮

い
た

テ

ク

ス
ト
を

救

う
別

の
や

り
方

も
あ

る
。

そ

れ

は
、

テ

ク

ス
ト

の

ひ
と
り

立

ち

を
支

援

し

、

テ

ク

ス
ト

を

し

て

み
ず

か
ら

を
救

わ

せ

る

こ
と

で
あ

る
。

そ

の
た

め

の
方

法
が

、

失

わ

れ

た

発
語

内

的

力

や
指

示

対
象

を

テ
ク

ス
ト

に
戻

し

て
や

る

さ

ま
ざ

ま

な
仕

組

み
な

の
で
あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

ど

れ

ほ
ど

技

巧

を
凝

ら

し

て
も

、

テ

ク

ス
ト

の
意

味

論
的

自

律

は
完

全

に

は
成

就

し

え

な

い
。

な
ぜ

な
ら

、

テ

ク

ス
ト

の
意

味

の
理
解

に
必

要

な
情

報

を

も

れ

な

く

テ

ク

ス
ト
内

部

に
盛

り

こ
む

こ

と

は
至

難

の
業

だ

し
、

か
り

に
そ

れ

が

で
き

た

と
し

て
も
、

テ

ク

ス
ト
を

別

の
情

報

に
照
ら

し

て

そ

こ

か
ら

別

の
意

味

を

引

き

出

す

こ

と

は
、

常

に
可

能

な

の
だ

か

ら
。

「
ド

ア
を
閉

め

て
下

さ

い
」

と

い
う

文

が

、

い

つ
ど

こ
で
誰

が

誰

に
下

し

た
命

令

で
あ

り
、

ど

れ

ほ
ど

の
強

さ

の
命
令

で
あ

り
、

ど

の
ド

ア
を

ど

う

閉

め

さ

せ

る

こ
と

で
何

が

期

待

さ

れ

て

い
る

の
か
、

な

ど

を

い
く

ら
詳

し
く

明
記

し
た

と

こ
ろ

で
、

解

釈

の
多

様

性

を

排

除

す

る

こ

と

は
で
き

な

い

の

で
あ

る
。

し

か
し

、
読

み
手

の
解

釈

を

一
定

の
方

向

に
導

く

さ

ま
ざ

ま
な

指
標

を

開
発

し
、

そ

れ

ら

を

テ

ク

ス
ト
内

部

に
盛

り

こ

む

こ
と

は
、

つ
ね

に
可

能

で
あ

る
。

要

す

る

に
、

テ

ク

ス
ト

の
意

味

論

的

自

律

は
、

特

定

の
時

代

、

特

定

の
地
域

に

お
け

る

テ

ク

ス
ト

へ
の
人
間

の
働

き

か

け

の
結

果

、

近

似

値

的

に
実
現

し

た

り
し

な

か

っ
た

り
す

る
出
来

事

な

の

で
あ

る
。

そ

れ

は

、
真

理

で
も
幻

想

で
も

な

く

、
歴

史

な

の
だ
。

わ

れ

わ

れ

の

社

会

で

は
、

テ

ク

ス
ト

の
意

味
論

的

自

律

を

支

え

る
技

術

や
技

法

、

制

度

が

比
較

的

発
達

し

て

い
る
。

加

え

て
、

テ

ク

ス

ト
と

い
う
概

念

が

明

確

に
意

識
化

さ

れ
、

書

物

や
文

書

の
分

類
原

理

と

し

て
使

わ
れ

て

い

る
。

わ

れ
わ

れ

に
と

っ
て
、

同

一
の
意

味

を

も

つ
文
字

記

号

の

連

な
り

が

多

様

な
支

持

体

や

レ
イ

ア
ゥ

ト
を

通

じ

て
反
復

的

に
自

己

実

現

す

る

、

と

い
う
考

え

方

は
、

自

然

で
あ

る
。

し

か

し

、

そ

の
考

え
方

自

体

、

歴

史

の
所

産

に

ほ

か
な

ら
な

い
。
重

要

な

の

は
、

こ
う

し

た

こ
と
が

、

言

述

の
意

味

か

ら
出

来
事

の

レ
ベ

ル

へ
下
降

す

る

こ

と

で
、

は
じ

め

て
み

え

て

く

る

こ
と

で
あ

る
。

意
味

の

レ
ベ

ル

に
と

ど

ま

る

か
ぎ

り
、

言

述

の
歴

史

は

み
え

な

い

の
で
あ

る
。
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た

し

か

に
、

言
述

の
意

味

で

は
な

く
出

来

事

の

レ
ベ

ル
に
陣
取

る

こ
と

は
、

研

究

の
手

法

と

し

て
は
、

一
種

の
ま

わ

り
道

を

意
味

す

る
。

な
ぜ

な
ら

、

言
述

の
出

来

事

が
完

全

に
そ

の
場

か
ぎ

り

の
も

の

に
と
ど

ま

り

、

意
味

へ
の
止

揚

が

ま

っ
た
く
起

こ
ら

な

い
こ
と

は

、
あ

り

え

な

い

の
だ

か

ら
。

し

か
し

、

そ

の
止

揚

が

ど

の
程
度

起

こ
る

の
か
、

そ

れ

を

可
能

に
す

る
仕

組

み

は
何

な

の

か
、

そ

の
仕

組

み

は

い

つ

誰

が

考

案

し

、

ど

の

よ
う

に
普

及

し
、

ど

ん
な

波

及
効

果

を

も

た
ら

し
た

の
か

、

な
ど

の
問

い

に
答

え

よ

う

と
す

る

な
ら

、

こ

の
ま
わ

り

道

は
ぜ

ひ
と

も

必
要

で
あ

る
。
言

述

の
出

来

事

か

ら

そ

の
意
味

へ
、

言

う

こ
と

か

ら
言

わ
れ

る

も

の

へ
そ

そ
く

さ

と
移

行

し

て

し

ま
え

ぽ

、

後

者

が

前

者

か

ら
自

律

し

て

い
く
歴

史

が

見

失

わ

れ

て

し
ま

う

の
で
あ

る
。
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4

物
質
性
と
主
体
性

言

述

の
意

味

か
ら

そ

の
出
来

事

へ
下

降

す

る

こ

と

は
、

ミ

シ

ェ
ル

・
フ
ー

コ
ー

の
言

葉

を
借

り
れ

ぽ

、

「
言

表

9

。
ロ
。
O
」

か
ら

「
言

表

行

為

曾

o
コ
9
讐

8

」

へ
下

降

す

る

こ
と

と
言

い
換

え

ら

れ

る
。

フ

ー

コ
ー

に

よ
れ

ば

、

「
言

表

行

為

は

、
繰

り

返

さ

れ

る

こ
と

の
な

い

一

つ
の
出
来

事

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

他

に
還

元

で
き

ぬ
、

場
所

、

日
付

上

の
独

自

性

を

有

し

て

い
る
」
。

他

方

、
「
言

表

そ

れ
自

身

は
、

言

表

行

為

の
こ

の
純

粋

な

出
来

事

に
還

元

さ

れ

え

な

い
。

そ

れ

と

い
う

の
も

、
言

表

は
、

そ

の
物

質

性

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

繰

り
返

さ
れ

う

る

　
る
　

か
ら

で
あ

る
」

(
フ
ー

コ
ー

一
九

八

一
二

五
五
)
。

『
知

の
考

古

学

』

に
お

け

る

フ
ー

コ
ー

の
議

論

は
、

言

わ
れ

る
も

の
が
自

律

的

な

領

域

を
形

づ

く

る

こ
と

を
前

提

と

し

て

お

り
、

本

論

と

交

わ

る
点

は
少

な

い
。

し

か

し
、

言

表

の
物

質

性

を

論

じ

る
く

だ

り

で
、

フ
ー

コ
ー

は
必
要

に
迫

ら

れ

て
言

わ
れ

る
も

の
か
ら

言

う

こ

と

へ
下
降

し

て

お
り

、

そ

の
議

論

は
興

味

深

い
。

「
言

表

そ

れ

自

身

を

構

成

す

る
」

と

フ
ー

コ
ー
が

み

な
す

「物

質

性

ヨ
強。
鼠
「巨

ま

」

と

は
、

言
表

が

特

定

の
時

空

間

に
出

現

す

る

と
き

必

然

的

に
帯

び

る

「
感

性

的

要

素

」

を

指

し
、

発

話

の
音

声

も
含

ん

で

い
る

(
フ
ー

コ
ー

一
九

八

一
u
一
五

ニ
ー

一
五
四
)
。

少

な
く

と

も

、
議

論

の
出

発

点

で
は

、

フ
ー

コ
ー
は

こ

の
物

質

性

を
重

く
受

け

止

め

て

い

る
。

た

と

え

ば

彼

は
、

同

一
の
文

で
も

、

そ

れ

が

発

話

さ

れ

る

か
、

手

で
書

か

れ

る

か
、

印

刷

さ

れ

る

か

に

よ
り

、

「
同

一
の
言
表

を
構

成

し

な

い
」

(
同
書

N
一
五

二
ー

一
五

三
)

と
言

い
切

っ
て

い
る
。



も

っ
と

も

、

フ
ー

コ
ー
は
言

表

を

物
質

性

の
全

面

的

支

配

下

に
置

く

こ

と
を

よ

し

と

し
な

い
。

そ

し

て
、
時

間

的

・
空

間

的

に
局

在

化

し

た
出

来

事

で
あ

る
言

表
行

為

か
ら

、

反

復

可
能

な

言

表

へ
上
昇

す

る

こ
と

で
、
前

者

の
物

質

性

を

中

和

し

よ

う
と

す

る
。

フ
ー

コ
ー

か

ら
引

用

す

る
と
、

何

度

も

転

載

さ

れ

た

一
つ
の
テ

キ

ス
ト
、

一
冊

の
書

物

の
相

つ
ぐ

諸

版
、

い

っ
そ

う
適

切

に

い
え

ぽ

、

同

一
の
刷

り

の
相

異

な

っ
た

一
冊

一
冊

、

な

ど

は
、

そ

れ

だ

け

の
数

の
明

確

に
区

別

さ

れ

た

言
表

を
生

ぜ

し

め
な

い
。

す

な

わ

ち
、

『
悪

の
華

』

の
す

べ

て

の
版

に

お

い
て

(
異

本

や
発

売

禁

止

の
テ

キ

ス
ト

の
類

い
は

さ

て

お
く

と

し

て
)
見

出

さ

れ

る

の

は
、

同

一
の
言

表

の
働

き

で
あ

る
。

も

っ
と

も

、
活

字

、

イ
ン

ク
、

紙

、

ま

た

、

い
ず

れ

に

せ
よ

テ
キ

ス
ト

の
局

在

化

や
諸

記

号

の
場

所

、

な

ど

は
ど

れ
も

同

一
で

は
な

い
。

す

な

わ

ち

、
物

質

性

は
す

べ

て

の
細

部

に
わ

た

っ
て
変

化

し

た
。

だ

が

、

こ

こ

で
、

こ
れ

ら

の

「
小

さ

な
」

差

異

は
、

言
表

の
同

一
性

を

変

質

さ

せ

た

り

、

そ

れ

か

ら

他

の
言

表

を

立

ち
現

わ

さ

せ

た

り

し

な

い
。

す

な

わ

ち
、

そ

れ

ら

は

す

べ

て
、

「
書

物

」

の

一
般
的

要

素

1

も
ち
ろ
ん
物
質
的
な
も

の
だ
が
、
同
時
に
制
度
的
で
も
あ
れ
ば
、
経
済
的
で
も
あ
る
ー

の
う
ち
で
中
性
化
さ
れ
て
い
る
。
発
行

部

数

や

重

版

の
数

が

ど

う

で
あ

れ

、

使

わ

れ

う

る

さ
ま
ざ

ま

に
異

な

っ
た
材

質
が

い
か
な

る
も

の

で
あ

れ

、

一
冊

の
本

は
、

言
表

と
正

確

に
等

価

的

な
場

所

で
あ

り
、

言

表

に
と

っ
て

同

一
性

を

変

え

る

こ
と

の
な

い
反

復

の

一
審

級

で
あ

る
。

(
フ
ー

コ
ー

一
九

八

一
二

五
六
)

フ
ー

コ
ー

は
、

言

表
が

常

に
反
復

可
能

で
あ

る
、

と
主

張

し

て

い

る
わ

け

で
は

な

い
。

た
と

え

ば

、

「
或

る
憲

法

、
遺

書

、

宗

教

的

啓

示

な

ど

の
テ

キ

ス
ト
」

は
、

ナ

リ
ジ

ナ

ル
と

コ
ピ

ー

で
は
価

値

が

違

っ
て
く

る
。

そ
れ

ゆ

え
、

言

表

の
物

質

性

に
ま

っ
た
く
意

味

が

な

い

わ

け

で
は

な

い
。

と

は

い
え
、

真

に
重

要

な

の
は
物

質

性

そ

の
も

の

で
は

な

く
、

「
書

き

換

え

や

転

写

の
可

能

性

」

を
規

定

す

る

「
制

度

の
秩

序

」

で
あ

る

(
フ
ー

コ
ー

一
九

八

一
u
一
五
七
)
。

そ

の

「
制

度

の
秩
序

」

が

特

定

の
言

表

を

書

き

換

え

不

可

能

、
転

写

不

可

能

と

宣

言

す

る

か
ぎ

り

で
、
物

質

性

は
言
表

の
構

成

要

素

と

な

る

の
で
あ

る
。

結

局

、

フ
ー

コ
ー

の
議

論

で
は

、
あ

ら

ゆ

る
言

表

行
為

が

必

然

的

に
帯

び

る
物

質

性

は
、

「
制

度

の
秩

序

」

の

ふ

る

い
に

か
け

ら

れ
、

若

干

の
言

表

の
う

ち

に
残

存

す

る

に
と

ど

ま

る
。
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フ
ー

コ
ー
自
身

が

み
と

め

る
よ
う

に
、

「
言
表

と
正

確

に
等

価

的

な
場

所

」

と

い
う

書
物

の
概

念

は
、

物

質

的

で
あ

る
と

と

も

に
制

度

的

、

経

済

的

で
あ

る
と

い
う

理
由

で
、

歴

史
的

で
も

あ

る
。

「
一
冊

の
書

物

の
相

つ
ぐ

諸

版
」

や

「
同

一
の
刷

り

の
相

異

な

っ
た

　
冊

一

冊

」

が

異

な

る
言

表

を

生

じ

さ

せ
な

い
、

と

い
う

命

題

は
、
今

日

で

は
作

者

や
読

者

、
出

版

業
者

や
書

籍
商

が

規

約

と

し

て
共
有

し

て
お

り

、

一
般

の
人
び

と

の
常

識

と

し

て
も

通

用

し

て

い

る
。

し

か

し
、

そ

れ

は

た

と
え

ぽ
近

代

初
期

の

イ
ギ

リ

ス
に

は
当

て
は

ま

ら
な

い
。

エ
イ

ド

リ

ア
ン

・
ジ

ョ
ー

ン
ズ
が

『
書
物

の
本

性

』

で
論

じ

た

よ
う

に
、

当
時

の

イ
ギ

リ

ス
で
は
、

誤

植

や
落

丁

は
言

う

に
及
ぽ

ず

、
権

利

の
尊

重

や
原

典

の
正
確

な
転

写

・
複
製

な
ど

は
な

か

ら
意

図

し

て

い
な

い
劇

窃

や
海

賊

行
為

が

横

行

し

て

い
た

(
旨
o
含

ω
お
㊤
。。
)
。

そ
も

そ

も

、
校

正
が

印

刷

と

並
行

し

て
行

わ

れ

た

た

め
、

「
あ

る
版

の
最

終

的

な

刷

り

上
が

り
を

ど

れ

か

二
冊

と

っ
て
も

、

そ

れ

ら

が

同

じ

で

あ

る

と

は

か
ぎ

ら

な

い
」

(冒
巨

ω
巳
Φ
。。
…
Φ
一
)

と

い
う

あ

り

さ

ま

だ

っ
た
。

こ
う

し

た
状
況

で

は
、

「
言
表

と
正

確

に
等
価

的

な
場

所
」

と

い
う
書

物

観

自

体

が

ユ
ー
ト

ピ

ア

に
す
ぎ

な

い
。
読

者

も

そ

の
こ
と

を

十
分

心

得

て
お
り

、

た

と
え

同

じ
書

物

で
も

、

信
頼

の
置

け

る
版

元

の
も

の
と

そ
う

で
な

い
も

の
を

明
確

に
区

別

し

て

い
た
。

ジ

ョ
ー

ン
ズ

に
よ

れ
ぽ

、

イ

ギ

リ

ス
で

は

一
八
世

紀

末

に

い
た

る

ま

で
、

書

物

を
含

め
た
印

刷

物

全
般

に
対

す

る

人

び

と

の
態

度

は
、

信
頼

と

不
信

の
あ

い
だ

を
ゆ

れ

う

こ

い
て

い
た

(
冒
巨

ω
δ
Φ
o。
"
ω
①
㌣

ω
刈
O
)
。

「
近

代

初

期

を

通

じ

て
印

刷

の
真

の
本

性

は
未

決

着

の
ま

ま

だ

っ
た
」

Q
o
ぎ

ω
H
8
。。
"
鍵
)
。

こ

の
状

況

が
変

化

し
、

印

刷

物

へ
の
信

頼

が

今

日

の
よ
う

に

一
般

的

に
な

る

の
は

、

一
九
世

紀

以
降

の

こ

と

で
あ

る

(
H
o
ぎ

ω
お
㊤
。。H
①
卜。
。。
よ
ト。
㊤
)
。

そ

の
こ

ろ

に

は
、

印

刷
機

は
木

製

か
ら
金

属

製

へ
、

人

力

か
ら

蒸

気

式

へ
と
変

わ

り

、

大
量

の
資

本

投

下

を

必

要

と
す

る
産

業

に
変

貌

し

た
印
刷

業

は
、

仕

事

場

を
家

庭

か
ら

工

場

へ
と

移

し

て

い
た

の
で
あ

る
。

そ

れ

で

は
、

フ

ー

コ
ー

の
命
題

は

一
九

世
紀

前

半

を

境

に
し

て
偽

か
ら

真

に
変

わ

っ
た

と

い
う

の
だ

ろ
う

か
。

事

は

そ
れ

ほ

ど
単

純

で

は

な

い
。

実
際

、

ジ

ョ
ー

ン
ズ

の
研

究

が

示

し

て

い

る

の
は

、

い
か

な

る
時

代

で
も

、

書
物

が

言
表

の
同

一
性

を
支

え

る
ゆ

る
ぎ

な

い
審

級

で
あ

る

こ
と

は

な

い
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

つ
ま

り

、

出
版

業

界

の
規

約

や

一
般

の
人

び

と

の
常

識

が

ど

う

で
あ

れ

、

書
物

の
同

一

性

に

は
常

に
交

渉

の
余

地

が

あ

り
、

実

際

そ
れ

は
交

渉

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

一
九

世

紀

以
前

で
あ

ろ
う

が

以
後

で
あ

ろ
う

が

、
書

物

の
同

一
性

は
、

そ

れ

に
利

害

関

心

を
も

つ
人

び

と

に

よ
り

「
『
舞

台

裏

で
』
行

わ
れ

る
骨

の
折

れ

る
、

継

続
的

な
労

働

」

(冒

ゴ
ロ
ω
巳
㊤
。。
"
ω
ω
)

の

賜

物

に

ほ
か

な
ら

な

い
。

そ

の
労

働

と

は
、

た
と

え
ば

、
自

分

の
作

品

を
自

分

の
望

む

か
た

ち

で
出

版

し

よ

う

と
す

る
作

者

の
試

み
だ

っ
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た
り
、
商
売
の
信
用
を
高
め
よ
う
と
す
る
出
版
業
者
の
試
み
だ

っ
た
り
、
政
治
的

・
宗
教
的
正
統
性
を
守
ろ
う
と
す
る
官
僚
や
聖
職
者
の

試

み
だ

っ
た
り
す
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
剰
窃
や
海
賊
行
為
に
対
抗
し
、
諸
版
や
刷
り
の

一
冊

一
冊
が
同

一
の
言
表

で
あ
り
つ
づ
け
る

よ
う
、
絶
え
間
な
い
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
る
。

フ
ー
コ
ー
は
、
書
物

の
同

一
性
を
歴
史
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を
規
範
的
な
も
の
と
し
か
み
て
い
な

い
。
そ
の
こ
と
は
、

「
異
本
や
発
売
禁
止
の
テ
キ
ス
ト
の
類
い
は
さ
て
お
く
」
と
い
う
保
留
が
示
し
て
い
る
。
他
方
、
ジ

ョ
ー
ン
ズ
は
、
書
物
の
同

一
性
が
規

範

化
す
る
こ
と
を
み
と
め
な
が
ら
、
そ
の
規
範
す
ら
交
渉
さ
れ
う
る
と
考
え
て
い
る
。
実
際
、
規
範
を
破
る
こ
と
で
発
生
す
る
不
利
益
よ

り
も
、
期
待
さ
れ
る
利
益
の
ほ
う
が
大
き
け
れ
ば
、
人
び
と
は
規
範
を
破
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
剥
窃
や
海
賊
行
為
が
規
範
の
裏
を
か

い
て
横
行
す
る
の
で
あ
る
。

ジ

ョ
ー
ン
ズ
の
立
場
に
立
て
ば
、
言
表
行
為

の
物
質
性
に
つ
い
て
、

フ
ー
コ
ー
が
み
よ
う
と
し
な
か
っ
た
も
の
が
み
え
て
く
る
。
言
表

行
為
の
物
質
性
が
言
表
の
同

一
性
の
う
ち
に
完
全
に
中
和
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
中
和
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
規
範
が
存
在
す
る

と
し
て
も
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
か
し
な
い
か
を
決
め
る
の
は
、
個
々
の
人
間
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
近
代
初
期
の
イ
ギ

リ
ス
の
よ
う
に
、

書
物
の
同

一
性
が
規
範
と
し
て
確
立
し
て
い
な
い
社
会
で
も
、
必
要
と
あ
れ
ば
人
間
は
、
書
物
の
物
質
的
な
製
造
や
流
通
の
過
程
に
介
入

す
る
こ
と
で
、
書
物

の
同

一
性
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
そ
れ
が
、

ロ
ン
ド
ン
の
書
籍
商
組
合
や
王
立
協
会
が
や
ろ
う
と
し
た

こ
と
な
の
で
あ
る

(冒
ぎ
ω
お
⑩。。"
H。。『幽
①9
ら心祭
望
N)。
む
ろ
ん
、
成
功
の
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
。

言
表
行
為
の
物
質
性
は
、
言
表
の

「書
き
換
え
や
転
写
の
可
能
性
」
に
還
元
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
言
表
の
同

一
性
が
作
り
上
げ
ら
れ
る

「
舞
台
裏
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
物
質
性
が

「言
表
の
同

一
性
を
変
質
さ
せ
た
り
、
そ
れ
か
ら
他
の
言
表
を
立
ち
現
わ
さ
せ

た
り
し
な
い
」
よ
う
、
そ
れ
を

「
小
さ
」
く
抑
え
る
の
は
、
言
表
行
為
の
主
体
の
絶
え
間
な
い
努
力
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
言
表
行

為

の
物
質
性
と
そ
の
行
為
者

の
主
体
性
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
は
、
言
表

の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
言
表
行
為

の
レ
ベ
ル
に
陣
取
る
こ
と
で
、

は
じ
め
て
み
え
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
表
か
ら
言
表
行
為

へ
下
降
す
る
本
論
の
研
究
方
針
は
、
次
の
ふ
た
つ
の
派
生
的
方
針
を
伴
う
。

(
1
)
多
様
な
支
持
体
や
レ
イ
ア
ウ
ト
、
書
体
を
貫
い
て
意
味
論
的
同

一
性
を
維
持
す
る
テ
ク
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
特
定
の
時
空
間
に
顕

在
化
し
て
い
る
、
物
質
的
形
態
を
備
え
た
テ
ク
ス
ト
も
研
究
対
象
に
据
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
視
野
の
拡
大
に
よ
り
、
後
者
の
検

テクス トに厚み を取 り戻す189



討

を
通

じ

て
前
者

を
相

対

化

す

る

こ
と

、

つ
ま

り
、

ゆ

る
ぎ

な

い
同

一
性

を

も

つ
か

に
み

え

る

テ

ク

ス
ト
が

、
実

は
同

一
性

障
害

に

陥

っ
て

お
り

、

そ

れ
を

克

服

す

る

た

め
工

夫

と
努

力

が

重

ね

ら

れ

て

い
る

こ
と

を
示

す

こ

と
が

可
能

に
な

る
。

(
2
)

テ

ク

ス
ト

に
お

い
て
言

わ

れ

る

こ
と

だ

け

で
な

く

、

テ

ク

ス
ト

に

お

い

て
、

テ
ク

ス
ト

に
対

し

て
、

テ

ク

ス
ト

に

よ

っ
て
な

さ

れ

る

こ
と

に
も

注

目
す

べ
き

で
あ

る
。

テ

ク

ス
ト
を

そ
れ

を

扱

う

人

間

と

の
関
係

の
総

体

に

紅

い

て
考

察

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

す

な
わ

ち

、
特

定

の
時

代

、

特
定

の
地

域

で
、
人

間

が

テ

ク

ス
ト

を
作

成

し
、
受

け
渡

し

、
読

み
解

き

、

整

理

し
、

保

管

し

、
繰

り
返

し
参

照

し

、
次

世

代

に
継

承

し
、

廃

棄

す

る
あ

り
さ

ま

を

把

握

す

る

と
と

も

に
、

そ
れ

ら

の
実

践
が

テ

ク

ス
ト

の
意

味

作

用

に
ど

の

よ
う

に

か

か
わ

る

か
を

解

明

し

な

け
れ
ぽ

な

ら
な

い
。

ま

と

め

よ
う

。

本
論

が

提

案

す

る

「
テ

ク

ス

ト

に
厚

み
を

取

り

戻

す
」

と

い
う

研
究

方

針

は
、

多

様

な
物

質

的

形
態

を
通

し

て
意
味

論

的

同

一
性

を

維

持

す

る

テ

ク

ス
ト

の
概

念

を

相

対
化

し
、

そ

の
概

念
が

学

問

上

の
公
準

と
な

る

こ
と

で
み
え

な

く

な

っ
て

し
ま

う

、

テ

ク

ス
ト

へ
の
人

間

の
働

き

か
け

の
歴

史

を
掘

り
起

こ
す

こ
と

を

目

指

す
。

そ

の

た

め

に
は
、

言
述

の
出
来

事

が

意

味

へ
止

揚

す

る
、

と

い
う

リ

ク

ー

ル
の
弁
証

法

を
反

転

し

、

反
復

可
能

な
意

味

で

は
な

く

個

別
的

な
出

来

事

の

レ
ベ

ル
で

テ

ク

ス
ト
を

考
察

す

る

必
要

が

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

物

質

的
形

態

を

備

え

た

個

々
の

テ

ク

ス
ト
を

研

究

対
象

に
据

え
、

人

間
が

そ
れ

ら

を
作

成

し
、

受

け
渡

し
、

読

み
解

き

、
整

理

し
、

保

管

し
、
参

照

し
、

継

承

し

、
廃

棄

す

る
あ

り
さ

ま

を

究

明

す

る

の

で
あ

る
。

そ
う

し

た
努

力

を
通

じ

て
、

わ

れ
わ

れ

は
、

理
念

的

な

テ

ク

ス
ト
概
念

が

い
か
な

る

歴
史

的

条

件

の
も

と

で
成

立

し

、
普

及

し
、

ひ

い

て
は
わ

れ

わ
れ

を

し

て
わ

れ

わ

れ
自

身

の
歴

史

の

一
端

を
忘

れ

さ

せ

る

に

い
た

っ
た

か
を

理
解

で
き

る

だ

ろ
う

。

199

注(
1
)

「
テ

キ

ス
ト
純

化

の
歴
史

過

程

」

と

い
う

言
葉

は
原

注

五

一
に
あ

る

。

(
2
)

リ

ク

ー

ル
の

テ

ク

ス
ト
論

は
、
単

著

で
あ

る

リ

ク

ー

ル

一
九

九

三

一
国

0
8
霞

H㊤
ま

の
ほ

か
、

以
下

の
論
文

に
詳

し

い
。

「
説

明

と
了

解
」

(リ

ク
ー

ル

一
九
八
五

"
固
6
8
霞

一㊤
。。
①)
、
「
言

述

に
お
け

る
出
来

事

と
意

味
」

(リ

ク
ー
ル

一
九
八

五

"
空
。
8
霞

一零
冨

)、

「
哲
学

と
宗

教

言
語

の
特

殊



性
L

(
リ
ク

ー
ル

一
九

八
五
)
、

「隠

喩

と
解

釈

学

の
中

心

問

題

」

(
リ
ク

ー

ル

一
九

八
五
)、

「
解

釈

学

の
課

題

」

(
リ
ク

ー
ル

一
九

八
五

一
空
6
8
母

δ
。。0
)、

「
疎
隔

の
解

釈

学

的
機

能

」

(
リ
ク
ー

ル

一
九
八
五

"
表

68
霞

δ
。。O
)、

「
テ

ク

ス
ト
と

は
何

か
P

」
(田

。8
導

δ
謡
豆

空

。8
=
「
δ
。。
①)
、

「
テ

ク

ス
ト
と

い
う
範

例

」

(控

08
霞

巳
謡
n

空

08
霞

H㊤
。。O
)。

(
3
)

「
テ

キ

ス

ト

の
意

味

論

的
自

律

」

と

い
う
言

葉

は

、

リ

ク

ー

ル

一
九

八

五

"
三
六

U
国

08
霞

ド
零

9

謡

る

Φ
-ω
一
矯
窓

旧
国

08
霞

一
㊤
。。
①
"
H
誤

に

あ

る
。

書

く

こ
と
が

言

葉

の
精

神

性

を

高

め

る
、

と

い
う
主

張

は
、

リ

ク

ー

ル

一
九

八

五

"
五
三
-

五
五

"
リ

ク
ー

ル

一
九
九

三

"
六

一
、

六

八

一
霞

0
8
霞

Hり
㌍

Ω

伊
ω
α
凸
ω
①
に

み
ら

れ

る
。

(
4
)

フ

ー

コ
ー

の
言
表

は
、

議

論

の
出
発

点

で
は
、

リ

ク
ー

ル
の
言
述

と
さ

し

て
変

わ

ら

な

い
。

し

か
し
、

議

論
が

進

む

に

つ
れ

て
、

言

表

は

「
言
説

9
ωo
o
霞

ω
」

と
彼

が

呼

ぶ

も

の
の

「
形

成

11
編

制

の
規

則

」

に
従

属

し
、

そ

れ

に
よ

っ
て
同

{
性

を
獲

得

す

る

こ
と
が

明

ら

か

に
な

る
。

リ

ク

ー

ル

の
言

述
が

単

独

で
意

味

を
も

つ
の

に
対

し
、

フ
ー

コ
ー

の
言
表

は
言

説

の

一
部

と

し

て

の

み
意
味

を

も

つ
。

思

想
史

家

と

し

て

の

フ
ー

コ
ー
が

関

心

を
寄

せ
る

の
は
、

文

や
命

題

そ

の
も

の
の
意

味

で

は
な

く

、

そ
れ

ら

が

た

と
え

ぽ

一
九

世

紀

の
精

神

病

理
学

的

言
説

の
な

か

で
も

つ
意

味

な

の

で
あ

る
。

な

お

、

こ

こ

で
言
表

行

為

と

言

わ

れ

る
も

の
は
、

の
ち

に

「
定

式
化

ho
【
ヨ
巳
巴

o
口
」

と
言

い
換

え

ら

れ

て

い

る
。

フ
ー

コ
ー

一
九

八

一

"

一
六

二
ー

一
六

三

を
参

照

せ

よ
。

参

考

文

献

オ

ー

ス

テ

ィ
ン
、

ジ

ョ
ソ

・
L

一
九

七

八

『
言
語

と

行
為

』

坂

本

百
大

訳

、

大
修

館

書

店
。

ギ

ン
ズ

ブ

ル
グ
、

カ

ル

ロ

一
九

八

八

『神

話

・
寓

意

・
徴

候

』

竹

山
博

英

訳

、

せ

り

か
書
房

。

サ
イ

ー
ド
、

エ
ド

ワ

ー
ド

・
W

一
九

八

六

『
オ

リ

エ
ン
タ

リ
ズ

ム
』

板

垣

雄

三

・
杉

田
英

明
監

修

、
今

沢

紀

子
訳

、

平

凡
社

。

一
九

九

五

『世

界

・
テ
キ

ス
ト

・
批

評
家

』

山

形
和

美

訳

、
法

政

大

学

出
版

局

。

ソ

シ

ュ
ー

ル
、

フ

ェ
ル
デ

ィ
ナ

ン

・
ド

一
九

七

二

『
一
般

言
語

学

講

義
』

小

林

英
夫

訳

、

岩

波
書

店

。

バ

ル
ト
、

ロ
ラ

ン

一
九

七

九

『物

語

の
構

造

分

析
』

花

輪
光

訳

、

み
す
ず

書

房

。

フ

ー

コ
ー
、

ミ

シ

ェ
ル

一
九

八

一

『
知

の
考

古

学
』

中

村

雄

二
郎

訳

、

河

出
書

房

新

社
。

リ

ク
ー

ル
、

ポ

ー

ル

一
九

八

五

『解

釈

の
革

新

』

久
米

博

・
清

水
誠

・
久
重

忠

夫

編

訳
、

白

水

社
。

一
九
九
三

『解
釈

の
理
論
ー

言
述
と
意
味

の
余
剰
』
牧
内
勝
訳
、

ヨ
ル
ダ

ン
社
。

テクス トに厚 みを取 り戻す
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