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一
　
問
題
の
所
在

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
は
、
一
般
に
、
存
在
と
存
在
者
と
の
「
存
在
論
的
差
異
」
に
定
位
す
る

存
在
論
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
存
在
論
は
、
古
来
、
認
識
論
や
倫
理
学
と
並

ぶ
、
哲
学
の
一
部
門
で
あ
り
、
な
ん
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
専
売
特
許
で
は
な
い
。
ま
た
、
存
在

と
存
在
者
と
の
差
異
の
再
確
認
と
い
う
こ
と
が
、「
存
在
忘
却
」
と
い
う
主
張
の
究
極
的
帰

着
点
だ
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
は
あ
ま
り
に
も
静
寂
主
義
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
れ

が
ナ
チ
ズ
ム
と
危
う
い
関
係
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
と
っ

て
単
に
外
在
的
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
存
在
忘
却
と
い
う
繰

り
返
し
反
復
さ
れ
る
表
現
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
究
極
的
に
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、

存
在
と
存
在
者
と
の
区
別
の
再
確
認
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
で
は
、
存
在
論
的
差
異
の
確
認
の
先
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
か
な
る
次
元
・
地

平
を
切
り
開
く
、
あ
る
い
は
見
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、

多
く
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
真
理
な
ら
び
に
言
葉
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

論
究
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
既
に
、「
真
理
」
は
存
在
の
真
理
ア

レ
ー
テ
イ
ア
、
つ
ま
り
、「
不
伏
蔵
態U

nverborgenheit

」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
主
題
的
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
プ
ラ

ト
ン
以
来
、
言
表
の
「
的
確
さRichtigkeit

」
と
し
て
の
真
理
概
念
が
西
洋
に
お
い
て
支
配

的
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
概
念
の
始
元
へ
の
遡
行
は
、『
存

在
と
時
間
』
以
来
、
一
九
三
〇
年
の
公
開
講
演
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』、
三
一
／
三
二

年
冬
学
期
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
講
義
、
三
三
／
三
四
年
夏
冬
学
期
講
義
『
存
在
と
真
理
』、

さ
ら
に
は
四
〇
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
真
理
に
つ
い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
教
説
』
な
ど
、
そ
れ

と
明
示
さ
れ
た
講
演
・
講
義
・
出
版
物
は
言
う
に
及
ば
ず
、
三
五
／
三
六
年
の
講
演
『
芸
術

作
品
の
起
源
』（
以
下
『
起
源
』）
や
三
七
／
三
八
年
冬
学
期
の
講
義
『
哲
学
の
根
本
的
問
い

―
「
論
理
学
」
精
選
「
諸
問
題
」
―
』
に
お
い
て
も
基
本
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
「
存
在
論
」
は
、
真
理
論
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
四
〇
年
代
半
ば
以
降
、「
言
葉
は
存
在
の
住
処
で
あ
る
」
と
か
、

「
言
葉
が
語
る
」
と
い
っ
た
謎
め
い
た
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い

て
言
葉
は
既
に
主
要
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
が
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
総
長
辞
任
直
後
の

三
四
年
夏
学
期
に
『
言
葉
の
本
質
へ
の
問
い
と
し
て
の
論
理
学
』
を
講
義
し
、
ま
た
『
芸
術

作
品
の
起
源
』
に
お
い
て
、
芸
術
に
お
け
る
詩
作
の
特
権
性
を
主
張
す
る
。
言
葉
な
ら
び
に

真
理
の
問
題
は
、
ま
さ
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
展
開
を
支
え
る
両
輪
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
と
っ
て
、
な
ぜ
、
真
理
問
題
と
言
葉
の
問
題
と
が
不
可
欠

の
基
軸
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
原
存
在Seyn

・
真
理
・
言
葉
は
、
な
ぜ
三
位
一
体

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
に
お
け
る

原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
三
位
一
体
的
構
造
連
関

―
―
現
―
存
在
概
念
に
定
位
し
つ
つ
―
―壽
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的
構
造
連
関das

G
efuge

を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
現-

存
在D

a-sein

の
概
念
に
定

位
し
つ
つ
こ
の
問
い
を
考
察
す
る
の
が
、
小
論
の
基
本
課
題
で
あ
る
。

二
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
け
る
真
理
問
題
の
位
相

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
言
表
の
的
確
さ
」
と
い
う
伝
承
的
真
理
概
念
は
、「
ア
レ
ー
テ

イ
ア
」
つ
ま
り
「
空
け
開
きO

ffenheit

」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
人
の
始
元
的
な
経
験
の
忘
却
、

変
転W

andel

に
由
来
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
ま
ず
初
め
に
真
理
の
本
質
を
言
表
の
的
確

さ
と
し
て
定
立
し
、
次
い
で
そ
の
根
拠
と
し
て
不
伏
蔵
態
へ
と
遡
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

話
は
全
く
逆
な
の
で
あ
っ
て
、「
存
在
者
の
不
伏
蔵
態
を
最
初
に
経
験
し
、
次
い
で
こ
の
経

験
を
根
拠
に
し
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
を
眼
差
し
に
入
れ
つ
つ
、
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
の
可
能
性

と
必
然
性
を
看
取
し
た
こ
と
に
よ
り
、
真
理
を
言
表
の
的
確
さ
と
し
て
も
ま
た
規
定
し
た
の

で
あ
る
」（G

A
45,s.103

）。
そ
れ
故
、
的
確
さ
と
し
て
の
真
理
の
本
質
と
い
う
後
か
ら
の
把

握
は
、
存
在
者
の
不
伏
蔵
態
、
存
在
者
の
空
け
開
き
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
真
理
の
始
元
へ
の
遡
行
が
、
直
ち
に
、
真
理
の
本
質
の
解
明
と
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
始
元
へ
の
遡
行
は
、
現
実
へ
の
反
感
に
根
ざ
し
、
時
代
の
必
然
性
に
目
を
背
け

過
去
に
執
着
す
る
歴
史
主
義
・
ロ
マ
ン
主
義
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
始
元
へ
の
遡
行
は
、
時
代
を
切
り
開
く
力
を
持
ち
得
ず
、
現
実
に
対
す
る
盲
目
と
将
来

に
対
す
る
責
任
回
避
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
。「
過
ぎ
去
っ
た
も
のdas

V
ergangene

は
無
価
値
で
あ
る
」
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
自
問
し
つ
つ
、「
一
切
が
始
元

に
か
か
っ
て
い
る
」(s.123)

と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
問
い
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

始
元
は
、
そ
の
偉
大
さ
が
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま
、
先
ん
じ
て
将
来
へ
と
手
を
伸
ば
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
始
元
へ
の
遡
行
は
、
先
行
的
跳
躍
、
そ
れ
も
将
来
へ
の
本
来
的
な
先
行
的
跳
躍

と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
、
我
々
が
本
当
に
始
元
か
ら
始
元
す

る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
条
件
と
な
る
。（s.110

）

言
表
の
的
確
さ
と
い
う
真
理
概
念
の
根
元
へ
と
遡
行
す
る
な
か
で
、
不
伏
蔵
態
、
さ
ら
に

は
、
存
在
者
の
空
け
開
き
と
い
う
始
元
に
到
達
す
る
。
こ
の
空
け
開
き
の
生
成
が
、
ま
さ
に

「
原
存
在
そ
れ
自
身
の
真
理
が
性
起
す
るsich

ereignen

」
運
動
と
し
て
の
歴
史

G
eschichte

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
原
存
在
の
性
起
の
な
か
で
、「
人
間
の
歴
史

的
原
存
在
の
可
能
性die

M
glichkeit

m
enschlichen

geschichtlichen
Seyns

」(s.120)

が
空
け
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
原
存
在
、
真
理
、
人
間
存
在
の
相
互
連
関
と
い

う
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
思
想
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
の
連
関
を
明
ら
か
に
し

て
い
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
哲
学
が
「
文
化
の
構
成
要
素
」「
骨
董
品
」
と
見
な
さ
れ
る
状

況
下
に
お
い
て
は
、
真
理
が
そ
れ
自
体
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

一
方
で
、
言
表
の
的
確
さ
と
い
う
真
理
概
念
に
依
拠
す
る
「
作
為M

achenschafen

」
が
権

勢
を
振
る
い
、
他
方
で
、
人
間
性
の
回
復
と
い
う
名
の
も
と
、
個
人
的
な
「
体
験

E
rlebnisse

」
が
野
放
図
に
肯
定
さ
れ
る
科
学
主
義
と
決
断
主
義
と
の
相
補
体
制
が
確
立
し

た
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
真
理
は
自
明
視
さ
れ
、
な
ん
ら
「
窮
境
は
存
在
し
な
いohne

N
ot

」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
を
再
び
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
中
へ
始
元
的

に
立
た
せ
る
よ
う
な
「
根
本
気
分
」
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
ま
さ
に
こ
こ
に
「
存
在
忘
却
」、
つ
ま
り
、「
窮
境
を
欠
く
と
い
う
窮
境die

N
ot
der

N
otlosigkeit

」
を
看
取
す
る
。
な
ぜ
か
。
確
か
に
存
在
者
は
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、

存
在
者
の
存
在
、
原
存
在
の
真
理
、
そ
し
て
真
理
の
原
存
在
は
、
我
々
に
対
し
て
拒
絶
さ
れ
、

作
為
の
対
象
と
化
し
て
し
ま
っ
た
存
在
者
は
、
原
存
在
か
ら
見
捨
て
ら
れ
放
任
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
原
存
在
か
ら
見
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
自
分
自
身
を
相
対
化
し
う

る
座
標
を
見
失
い
、
民
族
の
相
違
さ
ら
に
は
人
間
の
現
状
を
越
え
る
よ
う
な
目
標
を
掲
げ
る

意
欲
、
創
造
力
を
失
っ
て
い
る
。「
存
在
者
が
存
在
か
ら
最
高
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
時
代
」

と
は
、「
原
存
在
が
完
全
に
関
心
事
と
な
ら
な
い
時
代das

Zeitalter
der

v
lligen

Fraglosigkeit
des
Seyns

」(s.185)

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
ニ
ー
チ
ェ
が
「
末
人
」

壽
　
　
　
卓
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の
支
配
と
し
て
描
き
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、「
精
神
な
き
専
門
人
と
心
情
な
き
享

楽
人
」
の
支
配
と
し
て
描
い
て
い
た
時
代
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
存
在
が
忘
れ
去
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
人
間
の
怠
慢
に
起
因
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
存
在
の
本
質
で
あ
る
「
引
き
退
きE

ntzug

」
に
由
来
す
る

（s.189

）。
原
存
在
の
空
け
開
き
と
存
在
者
の
「
明
け
透
きLichtung

」
と
は
対
応
関
係
に

あ
り
、
原
存
在
の
引
き
退
き
に
対
応
し
て
、
人
間
の
始
元
か
ら
の
退
却
も
進
展(im

Fortgang
vom

Anfang
w
eg)

し
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
「
理
性
的
動
物anim

alrationale

」

と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
洋
の
思
索
の
最
初
の
終
末
か
ら
、
そ
の
「
別
の
始
元
」

へ
の
移
行
に
お
い
て
は
、
真
理
へ
の
問
い
と
同
時
に
、「
我
々
は
誰
か
」
と
問
う
こ
と
も
不

可
避
の
課
題
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、「
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
ま
だ
知
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
知
っ
た
と
き
に
初
め
て
」、
我
々
は
、
真
理
の
本
質
を
、
歴
史
的
人
間
の
本
質
的
な
現

存
在
の
将
来
を
解
き
放
つ
唯
一
の
根
拠
と
し
て
把
握
す
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
（s.190

）。

最
初
の
始
元
で
は
、
窮
境
を
開
示
す
る
根
本
気
分
「
驚
嘆E
r-staunen

」
は
、「
存
在
者
と

は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
始
元
的
な
問
い
と
し
て
出
現
さ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
存
在
か

ら
の
見
放
しSeinsverlassenh

eit

」
と
い
う
窮
境
を
開
示
す
る
根
本
気
分
「
驚
愕

E
rschrecken

」
は
、
別
の
始
元
と
し
て
、「
真
理
の
現
成
へ
の
問
いdas

Frage
nach

der

W
esung

der
W
ahrheit

」
を
切
り
開
く
（s.200

）。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
既
に
、

「
存
在
者
で
は
な
く
、
存
在
が
『
与
え
ら
れ
る
』
の
は
、
真
理
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て

の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
真
理
が
存
在
す
る
の
は
、
現
存
在
が
存
在
す
る
限
り
、
存
在
す
る
間

だ
け
で
あ
る
。
存
在
と
真
理
は
等
根
源
的
『
で
あ
る
』。」（G

A
2,s.304

）
と
述
べ
ら
れ
て

い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
原
存
在
・
真
理
・
現-

存
在
の
「
対
抗
振
動G

egenschw
ung

」
を

次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

真
理
へ
の
問
い
は
、
原
存
在
の
現
成
へ
の
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
原
存
在
と
は
か
の
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
真
理
を
根
拠
づ
け
守
護
し
て
く
れ
る
者
と
し
て
人
間
を
必
要

と
す
るbrauchen

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
人
間
と
は
、
単
純
に
た
だ
も
う
人
間
で

あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
真
理
の
た
め
に
根
拠
と
場
所
を
用
意
し
、
現
で
あ
る

自
己
伏
蔵
の
た
め
に
空
け
開
き
を
耐
え
る
人
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
真
理
は
存
在
の
現

成
と
し
て
、
人
間
の
現-

存
在
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
、
存
在
と
現-

存
在
と
の
間
に
現

成
す
る
。
真
理
は
原
存
在
の
現
成
に
属
す
る
が
、
原
存
在
の
本
質
を
汲
み
尽
く
す
わ
け
で

は
な
い
。
真
理
は
性
起
に
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
真
理
は
原
存
在
に
属
す
る
。(G

A45,s.217)

ギ
リ
シ
ャ
お
け
る
最
初
の
始
元
に
お
い
て
、
ア
レ
ー
テ
イ
ア
＝
不
伏
蔵
態
は
、
存
在
者
の

存
在
者
性
と
し
て
経
験
さ
れ
、
こ
の
経
験
が
原
存
在
へ
と
遡
行
さ
れ
ず
に
、
的
確
さ
、
そ
れ

も
言
表
の
的
確
さ
か
ら
、
主
観
客
観
関
係
と
し
て
の
真
理
へ
と
下
落
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
逸
脱
は
、
し
か
し
、
人
間
の
怠
慢
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
、
原
存
在
の

性
起
と
し
て
の
歴
史
に
起
因
す
る
。
的
確
さ
か
ら
不
伏
蔵
態
、
さ
ら
に
は
空
け
開
き
と
い
う

始
元
へ
と
遡
行
し
て
い
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
真
理
把
握
は
、
そ
れ
で
は
、
現
存
在
の
把
握
、

よ
り
正
確
に
は
、
現
存
在
と
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
新
た
な
局
面
を
切
り
開

く
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
超
越
論
的
、
地
平
的
問
題
構
成
か
ら
、
存
在
の
歴
史
と

い
う
問
題
構
成
へ
の
移
行１

の
た
め
に
、
な
ぜ
、
真
理
概
念
の
脱
構
築
が
不
可
欠
の
基
礎
作

業
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
。
存
在
の
現
成
と
し
て
の
真
理
が
、「
存
在
と
現-

存
在

と
の
間
に
現
成
す
る
」
在
り
よ
う
、
真
理
が
原
存
在
の
本
質
を
汲
み
尽
く
し
得
な
い
根
拠
、

つ
ま
り
、
対
抗
振
動G

egenschw
ung

が
絶
え
ず
反
復
さ
れ
る
理
由
を
節
を
改
め
て
明
ら
か

に
し
よ
う
。

三
　
原
存
在
と
現
存
在
と
の
対
抗
振
動

芸
術
と
不
伏
蔵
態
と
し
て
の
真
理
と
の
関
連
を
考
察
す
る
『
起
源
』
は
、
芸
術
を
次
の
よ

う
に
規
定
す
る
。

原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
構
造
連
関
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芸
術
は
真
理
を
作
品
の
中
に
据
え
る
こ
と
と
し
て
の
詩
作
で
あ
る
。
作
品
の
創
作
だ
け
が

詩
作
的
な
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
を
見
守
る
こ
と
も
そ
れ
自
身
の
仕
方
に
お
い
て
同
様
に

詩
作
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
個
の
作
品
が
一
個
の
作
品
と
し
て
現
実
的
で
あ
る
の

は
、
我
々
が
我
々
自
身
を
自
ら
の
日
常
の
慣
習
か
ら
脱
出
さ
せsich

entr
cken

、
作
品

に
よ
っ
て
空
け
開
か
れ
た
も
の
の
中
に
差
し
入
れsich

einr
cken

、
こ
う
し
て
我
々
の

本
質
そ
れ
自
身
を
存
在
者
の
真
理
の
中
で
立
た
せ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(G
A5,s.62)

全
集
版
で
は
、「
我
々
の
本
質
そ
れ
自
身
を
存
在
者
の
真
理
の
中
で
立
た
せ
る
」
の
箇
所

に
、
欄
外
注
記
と
し
て
「
必
要
に
お
け
る
立
ち
明
ら
めInst

ndigkeit
im
B
rauch

」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
真
理
の
問
題
が
、『
哲
学
へ
の
寄
与
（
性
起
に
つ
い
て
）』（
以
下
『
寄
与
』）

に
お
い
て
明
示
的
に
展
開
さ
れ
る
原
存
在
と
現
存
在
と
の
「
必
要
と
帰
属
と
の
対
抗
振
動
」

と
い
う
思
想
と
密
接
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。し
か
し
、

「
我
々
の
本
質
そ
れ
自
身
を
存
在
者
の
真
理
の
中
で
立
た
せ
る
」
と
い
う
課
題
を
達
成
す
る

の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

道
と
い
う
も
の
は
、
我
々
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
領
域
の
中
に
我
々
が
既

に
住
み
つ
い
て
い
るsich
aufhalten

と
こ
ろ
、
そ
こ
へ
到
達
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
い
っ
た
い
な
ぜ
、
既
に
住
み
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
へ
道
が
さ
ら
に
連
れ
て
行
こ

う
と
す
る
の
か
、
と
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
既
に
い
る
と
言
わ
れ
る
場
所
に
お
い

て
、
同
時
に
、
我
々
は
そ
こ
に
い
な
い
と
い
う
在
り
方
を
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
の

が
答
え
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
我
々
の
本
質
へ
と
要
求
し
て
く
る
も
の
を
、
我
々
は
ま

だ
、
自
分
の
も
の
と
し
て
獲
得
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。(G

A12,s.188)

現
存
在
の
存
在
様
態
と
し
て
本
来
性
・
非
本
来
性
と
い
う
区
分
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
は
、
原
存
在
の
不
伏
蔵
と
伏
蔵
と
い
う
区
分
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
、
決
意
性
と
は
、
現
存
在
を
、
世
界
内
部
的
存
在
者
へ
の
頽
落
性
、
つ
ま
り
、
非

本
来
性
か
ら
根
源
的
な
開
示
性
・
本
来
性
へ
と
再
び
覚
醒
さ
せ
る
こ
と

W
iederaufschlie

ung

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
三
〇
年
代
以
降
の
考
察
で
は
、
決
意
性
は
、
守
護
す
る
立

ち
明
ら
め
と
し
て
、
現
存
在
を
、
存
在
者
の
う
ち
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
存
在
の
空
け
開
き

O
ffenheit

へ
と
開
け
放
つ
こ
とE

r
ffnung

へ
と
、
つ
ま
り
、
基
礎
的
存
在
論
的
問
題
構
成

か
ら
、
存
在
の
歴
史
と
い
う
問
題
構
成
へ
と
「
移
動V

erschiebung

」
す
る
。
し
か
し
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
は
、「
統
一
的
な
思
索
の
連
続der

einheitliche
G
edankenzug

」
を

失
っ
て
い
な
い(H

erm
ann1,s.333,335;H

erm
ann2,s.116,144,183,337

)

。
ヘ
ル
マ

ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
性
起
に
お
け
る
原
存
在
と
現-

存
在
と
の
対
抗
振
動
も
ま
た
二
様

態
へ
と
分
岐
す
る
。

性
起
の
最
も
普
遍
的
な
構
造
と
し
て
、
性
起
す
る
﹇
原
存
在
か
ら
現
存
在
へ
の
﹈
向
投

Zuw
urf

と
性
起
に
基
づ
く
企
投der

ereignete
E
ntw
urf

と
の
対
抗
振
動
が
示
さ
れ
た
。

﹇『
寄
与
』﹈141

節
に
お
い
て
性
起
す
る
向
投
の
﹇
企
投
へ
の
﹈
関
係
は
、
二
つ
の
異
な

っ
た
様
式
、
つ
ま
り
、『
不
発Ausbleib

』
と
し
て
の
性
起
す
る
向
投
と
『﹇
現
存
在
へ
の
﹈

呼
び
か
けZuruf

』
と
し
て
の
性
起
す
る
向
投
へ
と
分
岐
す
る
。
こ
う
し
て
、
性
起
す
る

向
投
に
対
す
る
性
起
に
基
づ
く
企
投
の
関
係
は
、『
存
在
か
ら
の
見
放
し
』
と
『
帰
属
性
』

へ
と
分
か
た
れ
る
。(H

erm
ann2,s.59)

必
要
と
帰
属
、
性
起
す
る
向
投
と
性
起
に
基
づ
け
ら
れ
た
企
投
と
の
反
転K

ehre

は
、
存

在
へ
の
問
い
が
、
超
越
論
的
・
地
平
的
措
定
か
ら
存
在
の
歴
史
と
い
う
措
定
へ
と
反
転
す
る

の
に
呼
応
し
、
超
越
論
的
・
地
平
的
問
題
構
成
に
お
い
て
「
被
投
性
」
と
し
て
把
握
さ
れ
た

事
態
が
、
今
や
存
在
の
歴
史
と
い
う
問
題
構
成
に
お
い
て
、
原
存
在
の
性
起
に
基
づ
い
て

「
性
起
せ
し
め
ら
れ
た
存
在das

Ereignetsein

」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
原
存
在

壽
　
　
　
卓
　
三
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か
ら
現
存
在
へ
の
働
き
か
け
が
、「
向
投Zuw

urf

」、「
呼
び
か
けZuruf

」
と
名
づ
け
ら
れ

る
。『
寄
与
』
に
お
い
て
、
現-

存
在
が
、「
原
存
在
の
所
有E

igentum
des

Seyns

」

（G
A
65,s.263

）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、
原
存
在
が
、
現-

存
在
を
、「
性
起
に
基
づ
け

ら
れ
て
企
投
す
る
原
存
在
の
自
投
的
真
理
へ
の
関
係ereignetes

entw
erfendes

Verh
ltnis

zur
sichzuw

erfenden
W
ahrheitdes

Seyns

」(H
erm
ann2,s.92)

と
し
て
空

け
開
く
か
ら
な
の
で
あ
る
。
真
理
と
関
連
づ
け
な
が
ら
「
我
々
は
誰
か
」
と
問
う
こ
と
で
、

始
元
か
ら
離
れ(w

eg)
て
「
理
性
的
動
物
」
と
化
し
て
し
ま
っ
た
人
間
が
、「
不
伏
蔵
な
存
在

者
の
守
護
者der

W
ahrer

des
unverborgenen

Seienden

」、「
原
存
在
の
空
け
開
き
を
見

守
る
者der

W
chter

der
O
ffenheitdes

Seyns

」(G
A45,s.190)

と
し
て
再
生
す
る
可
能

性
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
探
究
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。的
確
さ
と
い
う
支
配
的
真
理
概
念
か
ら
、

不
伏
蔵
態
、
さ
ら
に
は
、
空
け
開
き
へ
と
遡
行
し
た
の
も
、
人
間
の
本
来
的
在
り
よ
う
の
可

能
性
を
切
り
開
く
基
礎
作
業
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。『
起
源
』
に
お
け
る
「
自
ら
を
作
品

の
中
に
据
え
るdas

Sich-ins-W
erk-setzen

」
と
「
存
在
の
真
理
を
作
品
の
中
に
据
え
る

Ins-W
erk-Setzen

der
W
ahrheit

des
Seins

」
と
い
う
区
分
は
、
性
起
す
る
向
投
の
語
り

と
、
性
起
に
基
づ
い
た
現
存
在
の
被
投
的
な
企
投
と
い
う
区
分
に
対
応
す
る
（H

erm
ann1,

s.414;H
erm
ann2,s.200

）。
で
は
、
空
け
開
き
と
い
う
始
元
へ
と
遡
行
し
て
真
理
を
捉
え

る
と
き
、
人
間
は
、
ど
う
し
て
、
理
性
的
動
物
と
い
う
枠
組
み
か
ら
解
き
放
た
れ
、
原
存
在

の
空
け
開
き
を
見
守
る
者
と
し
て
再
生
す
る
可
能
性
が
開
け
て
く
る
の
か
。
そ
の
機
制
が
今

や
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現-

存
在
と
存
在
と
の
関
係
を
三
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
今
日
最
も
重
要
な
文
献
と
な
る

の
が
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
二
の
主
著
と
さ
れ
る
『
寄
与
』
で
あ
ろ
う
。『
存
在
と
時

間
』
に
お
い
て
既
に
、
企
投
に
対
し
て
被
投
性
が
先
行
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ

と
が
よ
り
鮮
明
に
展
開
さ
れ
、
企
投
者
は
、
原
存
在
へ
の
帰
属
と
い
う
「
包
含
関
係

E
inbezug

」(G
A
65,s.357)

を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ヘ
ル
マ
ン
の
卓

抜
し
た
整
理
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

人
間
に
よ
る
開
蔵
の
遂
行
は
、
開
蔵
と
不
伏
蔵
態
か
ら
の
語
り
か
けZuspruch

に
お
い

て
保
持
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遂
行
さ
れ
た
存
在
者
の
開
蔵
は
、
そ
の
起
源
を
人
間
と

い
う
遂
行
者
の
う
ち
に
持
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
に
よ
る
開
蔵
の
遂
行
は
、
そ

の
起
源
を
、
人
間
及
び
人
間
が
そ
の
た
だ
中
で
脱
存
す
る
全
体
に
お
け
る
存
在
者
を
包
括

す
る
不
伏
蔵
態
の
う
ち
に
持
つ
の
で
あ
る
。
不
伏
蔵
態
は
第
一
に
は
、
人
間
に
向
け
ら
れ

る
語
り
か
け
に
お
い
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
語
り
か
け
と
は
、
不
伏
蔵
態
の
開
蔵
様
式

が
人
間
に
向
か
っ
て
自
ら
を
投
げ
るsich

zuw
erfen

様
式
を
意
味
す
る
。
向
投
と
し
て

の
語
り
か
け
は
、
人
間
を
、
人
間
が
不
伏
蔵
態
の
語
り
か
け
に
よ
っ
て
そ
の
な
か
に
投
げ

だ
さ
れ
て
い
る
も
の
の
被
投
性
の
中
で
脱
存
さ
せ
る
。
人
間
は
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
語

り
か
け
向
投
す
る
開
蔵
様
式
を
、
企
投
と
い
う
脱
存
様
式
に
お
い
て
引
き
受
け
る
。
そ
し

て
、
こ
の
企
投
が
、
被
投
存
在
と
い
う
脱
存
様
式
に
お
い
て
、
人
間
に
向
か
っ
て
投
げ
ら

れ
た
も
の
を
分
節
的
に
展
開
し
空
け
開
く
の
で
あ
る
。（H

erm
ann2,s.140

）

「
真
理
は
〈
存
在
す
る
〉
の
で
は
な
く
、
現
成
す
る
」(G

A
65,s.342)

の
で
あ
り
、
た
と

え
人
間
存
在
は
、
存
在
忘
却
、
つ
ま
り
原
存
在
か
ら
の
「
離-

在W
eg-sein

」
を
常
と
す
る

と
し
て
も
、
原
存
在
の
空
け
開
けO

ffenheit

の
う
ち
に
立
つ(G

A
65,s.252)

。
も
ち
ろ
ん

原
存
在
へ
の
現
存
在
の
帰
属
性
が
現
成
す
る
の
は
、
我
々
人
間
の
力
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、「
存
在
が
そ
の
唯
一
性
に
お
い
て
現-

存
在
を
必
要
」（s.317

）
と
す
る

こ
と
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
現-

存
在
の
原
存
在
へ
の
関
係
」
と
い
う
表
現
は
、
あ
た
か

も
原
存
在
や
現-

存
在
が
「
単
独
でf

r
sich

」
現
成
し
、
そ
の
後
に
現-

存
在
が
原
存
在
へ
と

関
係
す
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い(s.254)

。
し
か
し
、「
原
存
在
は
、
そ
れ
が

現
成
す
る
た
め
に
人
間
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
人
間
は
、
現-

存
在D

a-sein

と
し
て
の
自

分
の
究
極
の
使
命
を
遂
行
す
べ
く
、
原
存
在
に
帰
属
す
る
」。「
必
要
と
帰
属
と
の
対
抗
振
動

G
egenschw

ung
des
B
rauchens

und
Zugeh

rigkeit

」(s.251)

、「（
原
存
在
か
ら
人
間

へ
の
）
呼
び
か
け
と
帰
属
性
と
の
反
照W

iederspielvon
Zuruf

und
Zugeh

rigkeit

」

原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
構
造
連
関
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(s.311)

、「﹇
原
存
在
か
ら
人
間
へ
の
﹈
呼
び
か
け
と
﹇
人
間
の
原
存
在
へ
の
﹈
帰
属
性
と
の

反
転
と
い
う
揺
れ
」(s.380)

と
い
う
表
現
は
、
原
存
在
の
性
起
と
現-

存
在
の
生
起E

r-

eignung
des
D
a-seins

と
が
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ヘ
ル
マ
ン
も
指
摘
す
る
よ
う
に
重
要
な
節
な
の
で
、『
寄
与
』
一
四
一
節
に
お
け

る
原
存
在
と
現-
存
在
と
の
対
抗
振
動
に
関
す
る
説
明
を
聴
こ
う
。

原
存
在
に
よ
る
現-
存
在
の
生
起E

r-eignung
des
D
a-seins

と
現-

存
在
に
お
け
る
存
在

の
真
理
の
根
拠
づ
け
、
つ
ま
り
、
性
起
に
お
け
る
反
転K

ehre

は
、
原
存
在
か
ら
の
呼
び

か
けZuruf

（
あ
る
い
は
そ
の
欠
落A

usbleib

）
の
う
ち
に
も
、
ま
た
現-

存
在
の
原
存
在

へ
の
帰
属
性
（
な
い
し
は
存
在
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
）
の
う
ち
に
も
、
そ
の
つ

ど
単
独
で
、
さ
ら
に
は
両
者
の
寄
せ
集
め
に
お
い
て
も
包
含
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
寄
せ
集
め
と
両
者
自
身
が
、
性
起
に
お
い
て
初
め
て
振
動
さ
せ
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
性
起
に
お
い
て
は
、
性
起
自
身
が
、
対
抗
振
動
に
お
い
て
振
動
す
る
。
性
起
の

反
転
に
お
け
る
こ
の
振
動
の
震
え
は
、
原
存
在
の
最
も
伏
蔵
さ
れ
た
生
成
で
あ
る
。
こ
の

伏
蔵
は
、
瞬
視
の
場
の
最
深
の
明
け
透
き
に
お
い
て
の
み
、
伏
蔵
と
し
て
自
ら
明
け
透
く
。

原
存
在
は
、
か
の
希
少
性
と
唯
一
性
に
お
い
て
現
成
す
る
た
め
に
、
現-
存
在
を
「
必
要

と
す
る
」。
そ
し
て
、
人
間
が
、
耐
え
て
立
ち
明
ら
め
つ
つ
現-

存
在
を
根
拠
づ
け
る
限
り
、

こ
の
現-

存
在
が
人
間
存
在
を
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
り
、
現-

存
在
は
人
間
存
在
に
と
っ
て

根
拠
で
あ
る
。(s.262)

先
に
『
哲
学
の
根
本
的
問
い
』
に
お
い
て
、「
我
々
と
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
が
提
起
さ

れ
、
「
不
伏
蔵
な
存
在
者
の
守
護
者
」
、
「
原
存
在
の
空
け
開
き
を
見
守
る
者
」

(G
A
45,s.190)

と
い
う
回
答
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
今
や
現-

存
在
、
固
有
性E

igentum

、

自
己
性Selbstheit

に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
不
伏
蔵
態
と
い
う
独
自
の
真
理
観
か
ら

「
我
々
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
死
に
い
た
る
病
』
の
冒
頭

で
、
人
間
と
は
「
精
神
」
で
あ
り
、
精
神
と
は
「
自
己
」
で
あ
り
、
自
己
と
は
「
ひ
と
つ
の

関
係
」、
し
か
も
、
関
係
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
そ
の
関
係
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
関
係
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
関
係
」
と
し
て

の
自
己
は
、「
自
分
で
自
分
自
身
を
措
定
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
あ
る
他
者
に
よ
っ
て
措

定
さ
れ
た
の
か
」
の
い
ず
れ
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
議
論
は
、
自

己
に
つ
い
て
の
三
つ
の
位
相
を
内
包
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
ず
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
「
自

分
」、
そ
れ
と
関
係
す
る
可
能
性
・
理
想
と
し
て
の
「
自
分
自
身
」、
さ
ら
に
は
、
こ
の
両
者

の
関
係
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
関
係
と
し
て
の
「
自
己
」
と
い
う
位
相
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
区
分
に
立
脚
す
る
と
き
、
自
己
と
い
う
位
相
が
後
景
に
退
き
、
自
分
と
自
分
自
身
と
の
関

係
だ
け
が
独
立
し
て
前
面
に
出
て
く
る
場
合
に
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
外
的
な
も
の
に
と

ど
ま
り
、
そ
の
総
合
は
、「
消
極
的
統
一
と
し
て
の
第
三
者
」
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
こ
れ
に

対
し
、
自
己
が
、
自
分
と
自
分
自
身
と
の
関
係
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
関
係
し
つ
つ
、
さ
ら

に
、
こ
の
自
己
の
存
在
が
「
他
者
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
神
）」
の
存
在
に
依
存
す

る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
る
と
き
、
自
己
は
、「
積
極
的
な
第
三
者
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に

な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
性
に
関
す
る
考
察
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

「
自
己
」
把
握
と
連
動
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

自
己
性
と
い
う
性
格
は
、
決
し
て
私
を
特
別
視
す
る
規
定
で
は
な
く
、
ま
た
、
人
間
は
「
一

個
の
私
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
己
な
の
で
は
な
く
」、
逆
に
、「
本
質
的
に
一
個
の
自
己
で
あ
る

が
ゆ
え
に
の
み
、
私
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」（G

A
38,s.40

）。「
自
己
性
は
、
あ
ら
ゆ
る

我
、
汝
、
我
々
よ
り
も
よ
り
根
源
的
」
な
の
で
あ
り
、
我
、
汝
、
我
々
と
い
う
存
在
は
、

「
自
己
の
内
で
」
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
初
め
て
、「
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
〈
自
身selbst

〉
と
な

る
」(G

A
65,s.320)

。
元
来
、
人
間
と
は
、
原
存
在
の
真
理
が
現
成
す
る
た
め
に
原
存
在
に

よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
者
で
あ
る
が
、
人
間
が
こ
の
よ
う
な
存
在
者
と
な
る
の
は
、
人
間
が

「
現-

存
在
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
」、
別
言
す
れ
ば
、
人
間
自
身
が
「
現-

存
在
を
根
拠

づ
け
る
者
へ
と
創
造
的
に
生
成
す
る
」
場
合
に
限
ら
れ
る
。「﹇
原
存
在
が
﹈
現-

存
在
の
う

壽
　
　
　
卓
　
三
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ち
に
逆
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
性
起
と
し
て
の
原
存
在
の
真
理
と
は
、

共
属
す
る
」（s.318

）
の
で
あ
る
。

自
己
性
は
、
現-

存
在
の
現
成
と
し
て
、
現-

存
在
と
い
う
起
源
か
ら
発
源
す
る
。
そ
し
て

自
己
の
起
源
は
、
固
有-

性E
igen-tum

で
あ
る
。
こ
の
語
は
こ
こ
で
は
指
導
者-

性

Fursten-tum
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
性
起
に
お
け
る
適
合

E
ignung

が
支
配
す
る
。
適
合
と
は
、
自
己
へ
の
適
合Zueignung

に
し
て
原
存
在
へ
の

適
合

bereignung

で
あ
る
。
現-

存
在
が
、
性
起
へ
の
帰
属
と
し
て
、
自
己
へ
と
性
起
せ

し
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
現-
存
在
は
、
自
己
へ
と
到
来
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ

と
は
、
自
己
が
単
に
今
ま
で
の
と
こ
ろ
調
達
さ
れ
て
い
る
物
在
的
在
庫
品ein

vorhandener,nur
bisher

errreichte
B
estand

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現-

存
在
は
、
帰
属
性
へ
の
適
合
が
同
時
に
性
起
へ
の
適
合
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
自
己
自
身
へ
と
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
適
合
の
支
配
と
し
て

の
固
有-

性
は
、
自
己
へ
の
適
合
と
原
存
在
へ
の
適
合
と
の
内
発
的
接
合
の
生
起
で
あ
る
。

固
有
性
の
こ
の
生
起
の
う
ち
で
立
ち
明
ら
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
人
間
は
、
歴
史

的
に
自
ら
「
へ
とzu

」
到
来
し
、
そ
し
て
自
ら
の
許
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
自
ら
の
許
にB

ei-sich

と
い
う
こ
と
が
、
他
者
の
た
め
にF

r
Andere

と
い
う

こ
と
を
真
に
引
き
受
け
る
た
め
の
十
分
な
根
拠
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
ら
へ
の
到
来

は
、
先
行
的
に
分
離
さ
れ
た
自
我-

表
象
で
は
な
く
、
存
在
の
真
理
へ
の
帰
属
性
、
つ
ま

り
現
の
内
へ
の
跳
躍
の
受
容
で
あ
る
。
自
己
性
の
根
拠
と
し
て
の
固
有
性
が
現-

存
在
を

根
拠
づ
け
る
。
し
か
し
、
固
有
性
は
そ
れ
自
体
、
再
び
性
起
に
お
け
る
反
転
の
構
成
要
件

das
B
est
ndnis

der
K
ehre

で
あ
る
。
固
有
性
は
そ
れ
故
、
同
時
に
、
現
存
在
に
ふ
さ

わ
し
い
抑
制
の
根
拠
で
あ
る
。〈
自
ら
〉
へ
と
、〈
自
ら
〉
の
許
で
、〈
自
ら
〉
に
対
し
て
、

な
ど
、〈
自
ら
〉
と
い
う
表
現
で
呼
ば
れ
る
反
照
関
係R

ckbezug

は
、
そ
の
本
質
を
適

合Eignung

の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
。(s.320)

三
四
年
夏
学
期
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
講
義『
言
葉
の
本
質
へ
の
問
い
と
し
て
の
論
理
学
』

は
、
人
間
存
在
の
自
己
性
を
「
関
心
」「
立
ち
明
ら
め
」
と
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。
そ
も
そ
も
人
間
存
在
を
関
心
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
人
間
の
偶
然

的
な
情
動
を
他
の
動
物
に
対
し
て
過
度
に
高
め
た
り
強
調
し
た
り
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
関
心
と
は
、「
時
間
性
と
し
て
の
人
間
存
在
の
根
本
体
制
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、

「
存
在
へ
と
曝
け
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
切
の
主
観
性
の
破
砕
」
を
意
味
す
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
我
性
、
主
観
性
が
根
本
的
に
破
砕
さ
れ
る
と
き
、「
現
存
在

と
は
そ
の
つ
ど
の
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
現
存
在
、
否
、
よ
り
適
切
に
は

現-

存
在
が
、「
個
々
の
自
我
に
回
収
さ
れ
、
個
々
の
自
我
に
占
有
さ
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
私
の
存
在
が
、
共
同
的
・
相
互
的
な
在
り
方
に
譲
渡
さ
れ

て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
が
自
己
自
身
で
あ
り
う
る
の
は
、
私
が
歴
史
的
で
あ
り
、

歴
史
へ
の
覚
悟
性
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
へ
の
覚
悟

性
は
、
死
へ
の
関
係
に
お
い
て
生
起
す
る
。「
死
に
お
い
て
は
、
人
間
が
存
在
の
う
ち
へ
と

も
っ
と
も
広
範
に
曝
け
出
さ
れ
、
も
っ
と
も
過
酷
に
連
れ
去
ら
れ
、
最
も
深
く
延
び
広
が
る

こ
と
が
露
見
す
る
の
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
一
切
の
自
我
性
の
根
源
的
な
剥
奪
が
露
見
す
る
」

（G
A
38,164

）
か
ら
で
あ
る
。
各
自
の
存
在
が
こ
の
よ
う
に
存
在
へ
と
曝
け
出
さ
れ
て
い
く

の
を
具
体
的
に
担
う
の
が
、「
言
葉
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
言
葉
に
よ
っ
て
の
み
、
世
界

が
支
配
し
、
存
在
者
が
存
在
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
言
葉
は
「
カ
プ
セ
ル
に
つ

つ
ま
れ
た
主
観
」
の
う
ち
に
出
現
す
る
主
観
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
客
観
的
な
も
の
で

も
な
い
。
言
葉
は
「
歴
史
的
な
言
葉
」
と
し
て
、「
存
在
に
委
ね
渡
さ
れ
、
存
在
者
全
体
に

曝
け
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
生
起
」(s.168)

で
あ
り
、「
時
間
性
が
時
熟
す
る
と
こ
ろ
に
お

い
て
の
み
言
葉
は
生
起
す
る
。ま
た
言
葉
が
生
起
す
る
と
こ
ろ
で
の
み
時
間
性
は
時
熟
す
る
」

(s.169)

の
で
あ
る
。
節
を
改
め
て
、「
言
葉
」
の
生
起
に
即
し
て
、
原
存
在
と
現
存
在
と
の

対
抗
振
動
の
在
り
よ
う
、
つ
ま
り
真
理
の
現
成
を
考
察
し
よ
う
。

原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
構
造
連
関
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四
　
原
存
在
と
現
存
在
と
の
呼
応
関
係
の
生
起
と
し
て
の
「
言
葉
」

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
言
葉
は
存
在
の
住
処
」
や
「
言
葉
が
語
る
」（G

A
12,s.10

）
と
い
っ

た
謎
め
い
た
断
言
を
繰
り
返
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
に
関
す
る
考
察
の
解
明
は
、
原
存

在
・
真
理
・
現
存
在
の
構
造
連
関
の
解
明
を
主
題
と
す
る
こ
の
小
論
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
に
関
す
る

考
察
は
、
後
年
『
言
葉
へ
の
途
上
』
に
お
い
て
主
題
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と

え
ば
ヘ
ル
マ
ン
は
、『
寄
与
』
に
お
け
る
「
言
葉
」
に
関
す
る
考
察
を
分
析
す
る
際
に
、
た

だ
ち
に
、『
言
葉
へ
の
途
上
』
の
考
察
へ
と
飛
躍
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
は
ま
ず
、

『
寄
与
』
に
し
た
が
っ
て
、
基
礎
的
存
在
論
と
い
う
問
題
構
成
を
克
服
し
存
在
の
歴
史
と
い

う
視
座
か
ら
な
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
に
関
す
る
考
察
の
基
本
構
造
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
前
節
で
見
た
原
存
在
と
現
存
在
と
の
対
抗
振
動
は
、
呼
び
か
け
、
つ
ま
り
、
沈
黙
を

本
質
と
す
る
言
葉
の
問
題
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

性
起
を
通
し
て
、
現-

存
在
が
、
真
理
を
根
拠
づ
け
る
自
己
性
の
空
け
開
か
れ
た
中
心
と

し
て
初
め
て
自
ら
へ
と
企
投
さ
れ
て
自
己
に
な
る
と
す
れ
ば
、
現
存
在
は
再
度
、
原
存
在

の
根
拠
づ
け
を
遂
行
す
る
現
成
の
可
能
性
と
し
て
、
性
起
に
帰
属
す
る
。
そ
し
て
、
反
転

に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
性
起
は
現
存
在
を
必
要
と
し
、
そ
う
し
つ
つ
、

現
存
在
を
、﹇
原
存
在
か
ら
の
﹈
呼
び
か
け
の
う
ち
に
立
て
、
さ
ら
に
究
極
の
神
の
通
過

の
前
に
連
れ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
反
転
は
、
呼
び
か
け
（
帰
属
す
る
者
﹇
原
存
在
﹈）

と
呼
び
か
け
に
応
え
る
者
（
呼
び
出
さ
れ
た
者
﹇
現
存
在
﹈）
と
の
間
で
性
起
す
る
。
反

転
は
再
反
転
で
あ
る
。
適
合
化
に
お
け
る
飛
び
込
み
へ
の
呼
び
出
しAnruf

auf
den
Zu-

sprung
in
der
Ereignung

は
、
最
も
秘
匿
さ
れ
た
自
己
知
の
有
す
る
大
い
な
る
静
け
さ

で
あ
る
。
こ
の
静
け
さ
か
ら
、
現-

存
在
の
全
て
の
言
葉
は
そ
の
起
源
を
受
け
取
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
故
、
言
葉
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
沈
黙
で
あ
る
。
性
起
は
既
在
し
た
神
々

の
再
帰
と
逃
避
に
関
す
る
再
反
転
と
し
て
、
最
高
の
支
配
〈
で
あ
る
〉。
究
極
の
神
は
原

存
在
を
必
要
と
す
る
。
呼
び
か
け
は
、
性
起
の
秘
密
に
お
け
る
襲
撃
で
あ
り
未
済
で
あ
る
。

（G
A65,s.407f.

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
言
語
哲
学
を
無
効
に
す
る
「
第
一
の
現
実
的
問
い
」
は
、

「
言
葉
の
原
存
在
へ
の
関
連
に
関
す
る
問
い
」
で
あ
り
、
言
葉
と
人
間
と
は
、
両
者
が
共
に

原
存
在
に
帰
属
す
る
が
ゆ
え
に
、
相
互
に
規
定
さ
れ
る(bestim

m
en
sich

w
echselw

eise)

（s.499

）。
人
間
が
原
存
在
に
帰
属
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
帰
属
性
に
基
づ
い
て
、
原
存

在
を
了
解
し
、
人
間
が
「
原
存
在
を
企
投
す
る
場
の
保
持
者
」「
原
存
在
の
真
理
を
見
守
る

人
」、
つ
ま
り
、「
原
存
在
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
真
理
の
基
礎
づ
け
に
向
け
て
性
起
さ
せ
ら
た

者
」(s.500)

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
、
言
葉
は
原
存
在
に
対
し
て
、

否
、
よ
り
適
切
に
は
、
原
存
在
は
言
葉
に
対
し
て
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

「
言
葉
は
原
存
在
か
ら
発
源
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
原
存
在
に
帰
属
す
る
」（s.501

）
と
考
え
、

「
原
存
在
自
身
の
現
成
に
基
づ
い
て
言
葉
の
起
源
を
看
取
す
る
、
と
い
う
課
題
」(s.503)

を

掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、『
寄
与
』
は
こ
の
課
題
を
提
起
す
る
だ
け
で
、
こ
の
課
題
を
そ
れ

と
し
て
追
究
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
主
題
的
探
究
は
、『
言
葉
へ
の
途
上
』
へ
と
引
き
継

が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
存
在
・
言
葉
・
人
間
の
構
造
連
関
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ど
う
捉
え
て
い

る
の
か
、『
言
葉
へ
の
途
上
』
に
即
し
て
こ
の
連
関
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
ま
ず
、「
言das

Sage

」
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
考
え
を
確
認
し
お
こ
う
。

言
は
、
現
象
を
後
か
ら
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
切
の
現

れ
と
消
失
と
は
、こ
の
示
し
の
言die

zeigende
Sage

の
中
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。

言
は
、
一
方
で
は
、
現
前
す
る
も
の
を
そ
の
都
度
の
現
前
化
へ
と
解
き
放
ち
、
他
方
で
は
、

解
き
放
ち
を
停
止
し
てentfreien

、
不
在
者
を
そ
の
都
度
不
在
化
さ
せ
て
い
る
。
言
は
、

明
け
透
き
の
も
た
ら
す
開
けdas

Freie
der
Lichtung

を
全
て
支
配
し
つ
つ
接
合
す
る

fugen

。
そ
し
て
、
こ
の
明
け
透
き
は
、
一
切
の
現
象
を
探
し
求
め
る
と
同
時
に
、
消
失

壽
　
　
　
卓
　
三
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し
た
も
の
は
見
捨
て
て
、
現
前
す
る
も
の
と
不
在
の
も
の
と
が
自
ら
を
示
し
、
言
う
よ
う

に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(G

A12,s.246)

三
四
年
夏
学
期
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
講
義
に
お
い
て
、
既
に
、
根
源
的
な
言
葉
と
は

詩
の
言
葉
だ
と
し
て
、
言
葉
の
本
質
現
成
を
「
世
界
形
成
的
な
力
と
し
て
生
起
す
る
」、
す

な
わ
ち
、「
言
葉
が
初
め
て
、
存
在
者
の
存
在
を
あ
ら
か
じ
め
形
成
し
、
接
合
構
造
へ
と
も

た
ら
す
」
と
こ
ろ
に
見
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
人
は
決
し
て
同
時
代
的
に
は
存
在
し
な
い

と
し
て
、
詩
人
の
言
葉
は
、
つ
ね
に
既
在
的
・
到
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た(G
A
38,

s.170)

。
詩
に
お
け
る
「
名
指
しN

ennen

」
は
、
根
源
的
な
「
呼
ぶRufen

」
力
を
有
し
、

そ
こ
に
切
り
開
か
れ
た
世
界
の
内
で
人
は
耕
し
つ
つ
住
ま
う
の
で
あ
る
。

名
指
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
は
、
呼
び
か
け
ら
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
、
天
と
地
、

死
す
べ
き
者
と
神
的
な
者
と
を
結
集
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
四
者
は
根
源
的
で
唯
一
の

相
互
連
関
で
あ
る
。
事
物
は
こ
の
四
者
の
織
り
な
す
四
者
連
関das

G
eviert

der
V
ier

を
自
ら
の
許
に
留
ま
ら
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
結
集
さ
せ
つ
つ
留
ま
ら
せ
る
こ
と
が
、
事
物

が
事
物
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。事
物
が
事
物
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
て
い
る
、

天
と
地
、
死
す
べ
き
者
と
神
的
な
者
の
お
り
な
す
唯
一
の
四
者
連
関
を
我
々
は
世
界
と
呼

ぶ
。（G

A12,s.19

）

し
か
し
こ
の
よ
う
な
結
集
は
容
易
に
は
生
じ
な
い
。
言
葉
は
、
人
間
が
言
葉
を
単
純
か
つ

高
慢
に
話
す
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。本
来
言
葉
を
通
し
て
語
ら
れ
た
は
ず
の
こ
と
は
、

前
景
と
し
て
思
念
さ
れ
た
こ
と
の
所
為
で
、
む
し
ろ
容
易
に
忘
却
の
彼
方
に
消
え
去
っ
て
し

ま
う
。「﹇
人
間
に
対
す
る
﹈
言
葉
の
始
元
的
な
呼
び
か
けihr

anf
nglicher

Zuspruch

」

が
、
こ
の
よ
う
に
「
沈
黙
す
るschw

eigen

」
こ
と
に
注
目
す
る
と
き
、「
耕
す
」
と
い
う

の
は
、「
死
す
べ
き
者
が
地
上
に
い
る
様
式
」
で
あ
る
「
住
ま
う
」
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、

「
作
物
の
世
話
を
す
る
と
い
う
耕
す
、
そ
し
て
、
耕
さ
れ
た
も
の
を
組
織
す
る
と
い
う
耕
す

へ
と
展
開
す
る
」（G
A
7,s.150

）
次
第
が
了
解
可
能
と
な
る
。
人
間
の
住
ま
う
世
界
で
あ

る
こ
の
四
者
連
関
を
語
り
出
す
の
が
、「
静
寂
の
響
きdas

G
elaut

der
Stille

」(G
A
12,

s.27)

と
い
う
〈
原
言
葉
〉、
つ
ま
り
〈
言
葉
が
語
る
、
と
表
現
さ
れ
る
言
葉
〉
で
あ
る
。
静

寂
の
響
き
と
し
て
の
原
言
葉
が
、
世
界
と
事
物
と
の
不
調
和
に
折
り
合
い
を
つ
け
和
解
さ
せ

austragen

、
鎮
め
るstillen

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
語
り
は
、
自
己
完
結
的
に
独

立
自
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
元
来
、
四
者
連
関
に
組
み
込
ま
れ
た
死
す
べ
き
者
の
語
り

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
死
す
べ
き
者
の
語
り
は
、
原
言
葉
の
う
ち
に
基
づ
い
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
言
葉
と
人
間
の
語
りSprechen

に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
原
存
在
と
現
存
在
と
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
「
必
要
」

と
「
帰
属
」
と
の
関
係
が
、
原
言
葉
と
人
間
の
語
り
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
原
存
在
・
原
言
葉
・
現
存

在
が
密
接
な
構
造
連
関
に
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

﹇
言
葉
が
語
る
こ
と
に
基
づ
い
て
性
起
す
る
﹈
人
間
の
本
質
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
本

来
の
も
の
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
人
間
の
本
質
は
、
静
寂
の
響
き
と
い
う
言

葉
の
本
質
に
ず
っ
と
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
が
性
起
す
る
の
は
、
言
葉
の
本

質
、
つ
ま
り
、
静
寂
の
響
き
が
、
死
す
べ
き
者
が
語
る
こ
と
を
必
要
と
す
るbrauchen

か
ら
で
あ
っ
て
、
死
す
べ
き
者
の
語
り
が
あ
っ
て
こ
そ
、
静
寂
の
響
き
が
死
す
べ
き
者
の

耳
に
も
音
と
し
て
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
こ
の
よ
う
な
静
寂
の
響
き

に
帰
属
し
て
い
るgeh

ren

限
り
に
お
い
て
、
死
す
べ
き
者
は
彼
ら
な
り
の
仕
方
で
声
を

出
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。（s.27f.

）

静
寂
の
響
き
、
原
言
葉
の
鳴
り
響
きdas

L
uten

が
、
死
す
べ
き
者
の
音
声das

Lauten

と
な
る
次
第
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
語
、
花
の
如
く
」
と
い
う
表
現
に
依
拠
し
つ
つ
次
の

原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
構
造
連
関
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よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

語
が
口
唇
の
花
、
華
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
、
我
々
は
言
葉
の
音
声
が
こ
の
地

上
で
立
ち
現
れ
る
の
を
聴
く
。
し
か
し
、
ど
こ
か
ら
な
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、

世
界
を
出
現
せ
し
め
る
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
言
の
中
か
ら
で
あ
る
。
音
声
は
、﹇
原
言

葉
の
﹈
鳴
り
響
き
、
つ
ま
り
、
呼
び
か
け
つ
つ
結
集
さ
せ
る
こ
とdas

rufende

V
ersam

m
eln

か
ら
響
い
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
鳴
り
響
き
が
、
開
か
れ
た
も
の
へ
と

開
か
れ
て
、
世
界
を
事
物
に
お
い
て
出
現
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
声
と
し
て
音
声
化
す
る

も
のdas

Lautende
der
Stim

m
e

は
、
身
体
器
官
に
の
み
帰
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の

声
と
し
て
音
声
化
す
る
も
の
は
、
単
な
る
音
声
学
的
な
構
成
要
件
を
生
理
学
的
・
物
理
学

的
に
説
明
す
る
と
い
う
見
解
か
ら
は
引
き
離
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
の
音
声
化
と
い
う
地
上

的
な
も
のdas

Lautende,Erdige
der
Sprache

は
、
声
の
調
子
を
合
わ
せ
る
こ
とdas

Stim
m
en

の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
保
た
れ
て
い
る
。
こ
の
調
子
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と

が
、
世
界
の
結
構
の
領
域die

G
egenden

des
W
eltgef

ges
を
、
相
互
に
関
わ
ら
せ
な

が
ら
、
相
互
に
調
子
が
合
う
よ
う
に
仕
向
け
るeinstim

m
en

の
で
あ
る
。(s.196)

日
常
の
語
り
に
お
い
て
、「
言
葉
そ
の
も
の
が
言
葉
に
な
る
」
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
む

し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
、
日
常
生
活
に
没
頭
し
、
或
る
事
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
行
動

し
、
対
話
を
交
わ
し
、
会
話
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
。「
言
葉
そ
の
も
の
が
言
葉
と
し
て

語W
ort

を
語
る
」
と
い
う
事
態
に
立
ち
至
る
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
切
実
な
事
象
に
つ
い

て
適
切
に
対
応
す
る
語
を
見
出
せ
ず
引
き
裂
か
れ
た
よ
う
な
状
態
に
陥
る
と
き
で
あ
る
。
世

界
に
上
手
く
住
み
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
宙
づ
り
に
さ
れ
い
た
た
ま
れ
ぬ
状
態
で
呻
吟
す
る

そ
の
さ
な
か
に
、
我
々
は
、「
言
葉
そ
の
も
の
が
、
そ
の
本
来
の
姿
を
示
し
、
遠
く
か
ら
、

我
々
に
わ
ず
か
に
触
れ
る
瞬
間
」(s.151)

を
経
験
す
る
。
四
者
連
関
と
い
う
世
界
の
四
つ
の

領
域
を
呼
び
か
け
つ
つ
結
集
さ
せ
る
原
言
葉
が
鳴
り
響
き
、
こ
の
鳴
り
響
き
に
よ
っ
て
明
け

透
か
れ
た
世
界
が
、
名
づ
け
と
し
て
の
語
に
よ
っ
て
音
声
化
さ
れ
る
と
き
、
事
物
は
、
世
界

を
結
集
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
原
存
在
と
同
じ
く
、
語
も
ま
た
、「
隠
れ
つ

つ
現
成
す
るdas
verborgene

W
esen(verbal)

」（s.223

）
の
で
あ
り
、「
自
ら
に
ヴ
ェ
ー

ル
を
掛
け
るsich

verschleiern

」(s.224)

の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
言
葉
が
存
在
の
住
処
と

さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

言
葉
の
本
質
、
つ
ま
り
、
原
言
葉
は
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
陳
述
す
る
と
き
の
よ
う
な

言
葉
と
な
る
こ
と
を
拒
む(s.175)

。「
語W

ort

」
は
、「
在
るist

」
に
し
て
も
、「
物D

ing

」

や
「
存
在
者
」
で
は
な
い
。「
語
」
は
、「
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
与
え
る
も
の
自
体
」

と
し
て
「
存
在
」
を
与
え
る
の
で
あ
る(s.181f.)

。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
言
葉
の
「
話
し
か

けZusage

」
は
、
空
し
く
消
失
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
に
「
対
応
す
る
語
りE

nt-

sprechen

」
を
見
出
し
う
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
言
葉
の
話
し
か
け
が
、
宙
を

さ
ま
よ
っ
て
消
え
去
っ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
は
、
こ
の
話
し
か
け
を
受
け
止
め
て
く
れ
る

人
間
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
と
は
、「
言
葉
か
ら
の
呼
び
か
けZuspruch

der
Sprache

に

応
え
、
言
葉
の
た
め
に
言
葉
を
語
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
るgebraucht

」（s.185

）
存

在
な
の
で
あ
る
。
人
間
が
こ
の
よ
う
な
要
求
に
応
え
う
る
た
め
に
は
、
人
間
は
こ
の
原
言
葉

の
語
り
を
聴
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
言
葉
の
語
り
に
よ
っ
て
四
者
連

関
と
し
て
の
世
界
が
隈
無
く
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
言
葉
に
対
応
す
る
わ

れ
わ
れ
の
聴
き
方ent-sprechen

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
、「
言
葉
を
我
々
の
た

め
に
発
言
さ
せ
るw

ir
uns
ihre

Sage
sagen

lassen

」
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
先
に
見
た

よ
う
に
原
言
葉
と
人
間
の
語
り
と
の
間
に
は
「
必
要
」
と
「
帰
属
」
と
の
対
抗
振
動
が
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
我
々
は
、
語
り
に

お
い
て
、「
聴
い
た
言
に
従
っ
て
発
言
す
るnachsagen

die
geh

rte
Sage

」
こ
と
で
、

「
言
の
音
な
き
声
を
到
来
さ
せ
る
」。
し
か
し
、「
こ
の
さ
せ
るLassen

」
は
、「
我
々
自
身

の
本
質
が
言
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
と
き
に
の
み
生
じ
る
。
我
々
が
言
を
聴
け
る
の
は
、

我
々
が
言
に
帰
属
し
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
」（s.244

）
全
集
版
欄
外
注
記
は
、「
言

壽
　
　
　
卓
　
三
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Sage

」
と
い
う
「
静
寂
の
流
れder

Strom
der
Stille

」
の
両
岸
と
し
て
の
「
言
う
と
い
う

活
動das

Sagen

」
と
「
そ
れ
を
追
い
か
け
て
言
う
人
間
の
活
動unserN

achsagen

」
と
が
、

「
必
要
と
性
起
」
と
い
う
構
造
連
関
を
形
成
し
つ
つ
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

（s.244
）。
死
す
べ
き
者
と
し
て
の
人
間
の
性
起
と
は
、
原
存
在
の
言
に
対
し
て
応
え
る
こ

と
を
聴
く
者
と
し
て
の
人
間
に
「
委
託V

ereignung

」
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。「
死
す

べ
き
者
を
言
の
中
に
委
ね
る
と
は
、
人
間
本
質
を
、
人
間
が
用
い
ら
れ
るgebraucht

由
来

と
な
る
必
要B

rauch
へ
と
解
き
放
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
音
声
な
き
言
を
言
葉
の
音
声
化

へ
と
も
た
ら
す
こ
と
」
で
あ
り
、
性
起
と
は
、「
言
に
道
を
切
り
拓
き
言
葉
へ
と
動
態
化die

B
e-w
egung

der
Sage

zur
Sprache

す
る
」(s.249)

こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
静

寂
の
流
れ
」
と
い
う
言
葉
の
本
質
で
あ
る
言
が
、「
音
声
と
な
っ
て
響
く
語d

as

verlautende
W
ort

」(s.250)

へ
と
到
来
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
　
結
び
に
代
え
て

原
存
在
・
真
理
・
現-

存
在
へ
の
思
索
と
密
接
な
構
造
連
関das

G
ef
ge

を
な
す
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
言
葉
へ
の
省
察
は
、
存
在
の
歴
史Seinsgeschichte

と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
る

現
代
へ
の
批
判
的
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
技
術
の
本
質
は

「
技
術
的
な
も
の
」
で
は
な
く
、「
芸
術
の
本
質
」
と
同
じ
く
「
真
理
の
布
置
」
の
う
ち
に
位

置
づ
け
て
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（G

A7,s.36

）。
技
術
の
本
質
と
し
て
の
「
集-
立

G
e-stell

」
は
、「
歴
運
の
一
つ
の
贈
り
も
の
」
で
あ
り
、
人
間
は
「
集-

立
」
と
い
う
こ
の

「
開
蔵
の
歴
運das
G
eschick

der
E
ntbergung

」
と
「
強
制
」
的
関
係
の
う
ち
に
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、「
聴
従
者
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
由
＝
開
け
」
の
可
能
性
の
う
ち
に

あ
る(s.25)

。「
集-

立
」
と
い
う
最
高
に
し
て
極
端
な
危
険
の
本
質
を
思
索
し
ぬ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、「
救
い
」
の
可
能
性
を
切
り
開
く
芸
術
の
本
質
へ
の
思
索
も
可
能
に
な
る
の
で
あ

る
（(s.35f.)

。
実
は
、
言
葉
に
関
す
る
省
察
も
こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
の
な
か
に
そ
の
位
置

価
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
を
特
徴
づ
け
る
技
術
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
現
前
者
を

技
術
的
な
在
庫
品
と
し
て
調
達
す
るbestellen

よ
う
に
人
間
を
挑
発
す
る
「
集-

立
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
集-

立
は
、
性
起
の
仕
方
に
従
っ
て
現
成
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
性
起
を
歪
ま
せ
るverstellen

」
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、「
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
向

か
い
う
る
現
前
者
の
調
達
可
能
性
に
対
し
て
ど
う
応
答
す
るentsprechen

か
」
と
い
う
課

題
の
前
に
人
間
の
語
り
は
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る(G

A12,s.251f.)

。

こ
う
し
て
、
第
一
の
始
ま
り
か
ら
別
の
始
ま
り
へ
の
移
行
と
い
う
問
題
が
立
ち
現
れ
て
く

る
。
窮
境
を
欠
く
と
い
う
窮
境
、
つ
ま
り
存
在
者
が
存
在
か
ら
見
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
開

示
す
る
根
本
気
分
に
見
舞
わ
れ
る
準
備
が
い
ま
だ
整
わ
ず
、
我
々
は
ま
だ
こ
の
窮
境
を
予
期

す
ら
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
別
の
知
へ
の
跳
躍
を
、
準
備
で
き
る
ほ
ど
ま
だ
強
力

に
は
な
っ
て
い
な
い
」(G

A45,s.187)

の
で
あ
る
。
集
立
へ
と
帰
結
す
る
第
一
の
始
ま
り
か

ら
別
の
始
ま
り
へ
と
移
行
す
る
道
の
模
索
は
、
存
在
者
が
存
在
か
ら
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
と

い
う
「
近
代
的
人
間
の
故
郷
喪
失
性
を
存
在
の
歴
史
の
現
成
に
基
づ
い
て
思
索
す
る
」

(G
A
9,s.338)

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
長
い
準
備
作
業
を
予
め
遂
行
す
る
な
か
で
、「
存
在
自

身
が
自
ら
を
明
け
透
き
、
そ
し
て
そ
の
真
理
に
お
い
て
経
験
さ
れ
て
い
る
」（s.339

）
と
き

に
の
み
、
こ
の
存
在
の
真
理
に
基
づ
い
て
「
聖
な
る
も
の
の
本
質
」
が
思
索
さ
れ
、
ま
た
、

聖
な
る
も
の
の
本
質
か
ら
「
神
性
の
本
質
」
が
思
索
さ
れ
、
さ
ら
に
、
神
性
の
本
質
か
ら
、

「
神
」
と
い
う
語
が
何
を
名
づ
け
る
の
か
が
思
索
さ
れ
る
（s.351

）。
ヘ
ル
マ
ン
は
、
存
在

の
明
け
透
き
と
聖
な
る
も
の
の
次
元
の
再
生
と
の
連
関
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。存

在
の
歴
運das

G
eschick

は
、﹇
存
在
か
ら
人
間
へ
の
﹈
向
投Zuw

urf

に
お
け
る
存
在

の
自
己
贈
与das

Sichzuschicken

で
あ
る
。
こ
の
自
己
贈
与
の
様
式
は
、
自
己
贈
与
が

生
起
し
、
歴
史
的
と
な
る
様
式
で
あ
る
。
歴
史
的
贈
与
の
変
転
す
る
様
式
に
は
、
自
ら
の

本
質
の
忘
却
へ
の
変
転
と
そ
の
よ
う
な
離
反
か
ら
の
帰
還die

Zukehr
aus
solcher

Abkehr

と
が
属
す
る
。(H

erm
ann2,s.360)

原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
構
造
連
関
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『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
性
が
、
現
存
在
を
、
世
界
内
部
的
存
在
者
へ
の
頽
落
性

か
ら
根
源
的
な
開
示
性
へ
と
再
び
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
三
〇
年
代
以
降

に
お
け
る
不
伏
蔵
態
は
、
守
護
す
る
立
ち
明
ら
め
と
し
て
、
現
存
在
を
、
存
在
者
の
う
ち
へ

の
囚
わ
れ
か
ら
存
在
の
空
け
開
けO

ffenheit

へ
と
開
け
放
つ
こ
とE

r
ffnung

と
な
る
。
こ

こ
に
は
、
確
か
に
、
超
越
論
的
・
地
平
的
視
座
か
ら
存
在
の
歴
史
と
い
う
視
座
へ
の
移
動

Verschiebung
、
反
転K

ehre

が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
視
座
の
脱
構
築
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
本
来
的
始
元
へ
と
遡
源
す
る
試
み
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
「
統
一
的
な
思

索
の
連
続der

einheitliche
G
edankenzug

」（H
erm
ann1,s.335

）
を
形
成
し
て
い
る
こ

と
も
ま
た
否
定
し
が
た
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
原
存
在
・
真
理
・
言
葉
の
密
接
な
構
造
連
関

は
、
存
在
の
歴
史
と
い
う
視
座
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
原
存
在
と
現-

存
在
と
の
対
抗
振

動
と
い
う
着
想
に
下
支
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
こ
の
小
論
の
考
察
を
終
え
筆
を

置
こ
う
。

注
記ハ

イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
主
な
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
引
用
は
、『
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
』G

esam
tausgabe

か

ら
の
場
合
は
、G

A

で
示
す
）。
な
お
、
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
創
文
社
刊
の
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
に
依
拠

し
て
い
る
が
、
文
脈
等
に
応
じ
て
適
宜
変
更
し
て
い
る
。

G
A2
Sein

und
Zeit

G
A5
H
olzw
ege

G
A7

Vortr
ge
und
Aufs

tze

G
A9
W
egm
arken

G
A12
U
nterw

egs
zurSprache

G
A38
Logik

als
die
Frage

nach
dem

W
esen

derSprache
SS1934

G
A45
G
rundfragen

derPhilosophie,Ausgew
ahlte

“Problem
e

”der

“Logik

”

W
S1937/38

G
A65
B
eitrage

zurPhilosophie(Vom
Ereignis)

ハ
イ
デ
ガ
ー
以
外
の
主
な
参
考
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

F
riedrich-W

ilhelm
von

H
errm

ann,
H
eideggers

P
hilosophie

der
K
unst,

V
ittorio

K
losterm

ann,

2.,uberarbeitete
und
erw
eiterte

Auflage,1994

﹇H
erm
ann1

﹈

Friedrich-W
ilhelm

von
H
errm

ann,
W
ege
ins
Ereignis

zu
H
eideggers

》B
eitr
gen
zurPhilosophie

《,Vittorio
K
losterm

ann,1994[H
erm
ann2]

１
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
を
、
現
存
在
中
心
か
ら
存
在
中
心
へ
の
転
回K

ehre

と
し
て
二
分
す
る
の
で
は
な
く
、

一
九
六
九
年
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
お
け
る
「
存
在
の
意
味
」、「
存
在
の
真
理
」、
そ
し
て
「
原
存
在
の
場
所
論
」
と
い
う
区

分(H
eidegger,Sem

inare,G
A15,s.344)

に
即
し
て
、
三
区
分
す
る
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
時
代
区
分
解
釈
に
お
け

る
現
在
の
主
流
と
言
え
よ
う
（
細
川
亮
一
『
意
味
・
真
理
・
場
所
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
』、
創
文
社
、
一
九
九
二

年
、
四
七
頁
。
小
野
紀
明
『
美
と
政
治
　
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
二

五
九
頁
。
同
『
政
治
哲
学
の
起
源
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
の
視
角
か
ら
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
五
一
―
五
三
頁
。

Reiner
Sch

rm
ann,H

eidegger
on
B
eing

and
Acting:From

Principles
to
Anarchy,translated

by
C
hristine-

M
arie
G
ros
in
collabolation

w
ith
the
Author,Indiana

U
niversity

Press,1987,p.17.H
erm
ann2,s.24.

）。
た
だ

し
、
細
川
亮
一
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
は
「
転
回
の
思
惟
」
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
に
つ
い
て
「
思
惟
の

転
回
」
を
云
々
す
る
こ
と
に
「
虚
構
性
」
を
見
て
い
る
（
細
川
、
一
八
―
二
二
頁
）。
し
か
し
、
彼
も
、「
転
回
の
思
惟
」

が
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
に
お
け
る
転
換
」（
四
六
頁
）
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
転
換
が
先
の
三
区
分
の
道
と
な

る
こ
と
を
認
め
る
。
時
代
の
特
定
は
お
く
と
し
て
、
大
き
な
転
換
と
な
る
の
は
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
へ
の
転
換
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
第
三
期
に
は
、
性
起
の
観
念
の
導
入
に
よ
っ
て
存
在
論
的
差
異
と
い
う
概
念
も
相
対
化
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
第
三
期
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
物
へ
の
囚
わ
れ
の
み
な
ら
ず
、
存
在
へ
の
囚
わ
れ
を
も
ま

た
形
而
上
学
の
科
を
も
っ
て
告
発
し
て
い
る
」（
小
野
、『
美
と
政
治
』、
二
六
〇
頁
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
野
紀

明
は
、
第
二
期
と
第
三
期
と
の
間
に
生
じ
た
こ
の
立
場
の
変
更
は
、
や
は
り
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
的
道
程
に
ケ
ー
レ

の
名
に
価
す
る
も
の
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（
同
上
、
二
六
〇
頁
）。
シ
ュ
ー
ル
マ
ン
も
、「
存
在
の
歴
史
と
い
う
視
点
」

か
ら
考
察
が
展
開
さ
れ
る
こ
の
第
三
期
に
お
い
て
、
存
在
は
ア
ル
ケ
ー
や
目
的
と
い
う
原
理
か
ら
自
由
に
な
り
、
人
間

の
行
為
も
「
理
由
な
しw

ithout
w
hy

」
と
い
う
様
相
を
呈
す
る
に
至
る
こ
と
に
着
目
す
る
（Sch

rm
ann,p.18

）。
ヘ

ル
マ
ン
も
、「
性
起
の
構
造
全
体
と
し
て
の
反
転
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
・
解
釈
学
的
洞
察
は
、
存
在
へ
の
問
い

と
し
て
存
在
の
歴
史
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
論
的
・
地
平
的
措
定
を
克
服
す
る
営
み
を
、
存
在
の
思
惟
に
お

け
る
反
転
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」（H

erm
ann2,s.93

）
と
述
べ
て
い
る
。
細
川
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
思
惟
の
転
回
を
云
々
す
る
こ
と
に
虚
構
性
を
見
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
思
惟
の
道
」
が
存
在
者
か
ら
存
在
へ

と
遡
源
す
る
導
き
の
問
いLeitfrage

か
ら
存
在
の
性
起
に
お
け
る
存
在
者
の
生
成
を
問
う
根
本
的
問
いG

rundfrage

へ

と
展
開
、
深
化
す
る
こ
と
自
体
は
、
細
川
自
身
が
思
惟
の
道
を
三
期
に
分
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
承
認
す
る
だ
ろ
う
。

我
々
と
し
て
は
、
ヘ
ル
マ
ン
の
言
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
に
お
け
る
超
越
論
的
・
地
平
的
問
題
構
成
か
ら
存
在
の
歴
史

と
い
う
問
題
構
成
へ
の
転
換
を
、
導
き
の
問
い
か
ら
根
本
的
問
い
へ
の
展
開
、
深
化
の
意
味
で
捉
え
て
お
き
た
い
。
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