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一
九
四
六
年
の
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
冒
頭
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
既

存
の
「
行
為H

an
d

eln

」
概
念
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
最
高
位
の
「
行
為
」
を

「
存
在
の
思
索
」
と
定
め
て
い
る
（vgl., B

H
, 311/357f.

）。
こ
の
「
存
在
の
思
索
」
と

い
う
主
張
の
重
要
性
は
、
そ
れ
が
存
在
問
題
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
終
生
の
中
心
課

題
に
関
わ
る
、
と
い
う
点
に
の
み
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

一
九
二
〇
年
代
前
半
に
お
け
る
「
生
の
本
来
的
動
性

4

4

4

4

4

4

4

」（61, 117

）
と
い
う
問
題
設
定

を
背
景
と
し
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
二
七
年
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
「
本
来
的
動
性
」
を
現
存
在
の
本
来
性
に
お
け
る
「
行
為
」
と
し
て
表
現

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
ば
あ
い
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

に
お
け
る
「
存
在
の
思
索
」
と
し
て
の
「
行
為
」
は
、
一
時
期
だ
け
で
な
く
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
思
索
の
歩
み
に
お
け
る
「
行
為
」
概
念
の
変
遷
と
深
化
、
お
よ
び
そ
の
帰

着
点
を
わ
れ
わ
れ
に
提
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
で

は
、
こ
う
し
た
「
行
為
」
概
念
の
説
明
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
書
簡
』
に
お
け
る
「
存
在
の
思
索
」
と
し
て
の
「
行
為
」
と
い
う
主
張
は
、
漠

と
し
て
い
た
「
行
為
」
概
念
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ひ
と
つ
の
明
確
な
規
定
を
与
え
た

と
い
う
意
味
で
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
つ
つ
、
そ
れ
は
さ
ら
に
伝
統
的
な
「
行

為
」
概
念
の
換
骨
奪
胎
と
い
う
意
味
で
、「
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
け
る

比
類
な
い
普
遍
的
行
為
論
の
試
み
」
で
あ
る
と
す
る
、
プ
ラ
ウ
ス
の
評
価
に
値
す
る

価
値
を
も
持
つ
の
で
あ
る②
。

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
初
期
に
お
け
る
「
行
為
」
が
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』

の
「
存
在
の
思
索
」
と
い
う
明
確
な
形
で
主
張
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
行
為
」

概
念
の
意
味
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
展
開
の
な
か
で
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ろ
う
。『
存
在
と
時
間
』
で
「
行
為
」
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、

現
存
在
の
本
来
性
に
関
す
る
言
及
に
お
い
て
で
あ
る
（vgl., S

Z
, 300

）。
そ
れ
は
、
理

論
と
実
践
と
の
区
別
に
お
け
る
実
践
を
意
味
す
る
の
で
は
く
、
そ
う
し
た
二
項
対
立

の
枠
組
み
を
超
え
た
「
行
為
」
で
あ
り
、
現
存
在
が
固
有
な
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と

で
、
他
者
や
事
物
と
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
こ
の

「
行
為
」
の
内
実
や
意
味
は
説
明
不
足
で
あ
り
、
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
う
し
た
現
存
在
の
本
来
的
「
行
為
」
は
、『
存
在
と
時
間
』
刊
行
の
翌
年
で
あ
る

一
九
二
八
年
か
ら
一
九
二
九
年
の
講
義
『
哲
学
入
門
』
に
お
い
て
、
掘
り
下
げ
ら
れ

て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
本
来
的
「
行
為
」
は
、
物
事
の
産
出
を
目
的
と
す

る
通
常
の
「
行
為
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
原
行
為U

rh
an

dlu
n

g

」（E
P, 214

）
と
呼

ば
れ
、
さ
ら
に
「
存
在
そ
の
も
のS

ein
 als solch

es

へ
と
明
確
に
問
う
こ
と

F
ragen

」
と
し
て
の
「
哲
学
す
る
こ
とP

h
ilosoph

ieren

」（E
P, 213

）
と
い
う
名

が
冠
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
行
為
」
に
は
、
現
存

在
か
ら
「
存
在
そ
の
も
の
」
へ
の
能
動
的
関
与
と
い
う
側
面
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て

お
り
、
現
存
在
の
恣
意
的
な
「
行
為
」
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
現
存
在
を
主
導
と
し
た
「
行
為
」
概
念
は
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
に
お

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
「
行
為①

」

黒　

岡　

佳　

柾
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い
て
は
、「
存
在
そ
の
も
の
」
に
よ
る
「
行
為
」
と
さ
れ
、
こ
こ
で
「
行
為
」
概
念
は

決
定
的
な
変
化
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
存
在
の
思
索
」
の
遂
行

の
担
い
手
が
、
現
存
在
で
は
な
く
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
な
る
こ
と
で
、「
行
為
」
か

ら
現
存
在
に
よ
る
「
哲
学
」
の
遂
行
と
い
う
能
動
的
な
意
味
が
、
極
力
脱
色
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
『
存
在
と
時
間
』『
哲
学
入
門
』『
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
書
簡
』
を
中
心
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
行
為
」
概
念
の
変
遷
を
辿
り
、
そ
の

内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。そ
し
て
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、ハ
イ
デ
ガ
ー

の
「
行
為
」
概
念
を
、
他
者
と
の
共
同
性
と
い
う
文
脈
の
な
か
に
組
み
込
み
、「
行

為
」
と
共
同
性
へ
の
問
い
を
展
開
す
る
可
能
性
を
拓
く
こ
と
を
、
最
終
的
な
目
的
と

し
た
い
。

１
、
本
来
的
「
行
為
」
の
射
程

ゲ
ー
ト
マ
ン
は
『
存
在
と
時
間
』
を
「
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
、
首
尾
一
貫
し
た

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

4

4

4

4

4

4

4

4

の
最
初
期
の
構
想
」
と
診
断
し
て
い
る③
。
こ
こ
で
ゲ
ー
ト
マ
ン

が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
イ
タ
リ
ッ
ク
で
強
調
す
る
の
は
、
行
為
が
理
論
を
基
礎
づ

け
て
お
り
、
逆
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
で
は
『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
「
行
為
」

―
と
り
わ
け
本
来
的
「
行
為
」
で
あ
る
が

―
は
何
を
意
味

す
る
の
か
。
ま
ず
こ
の
「
行
為
」
の
射
程
を
確
認
し
つ
つ
、
さ
ら
に
こ
の
「
行
為
」

の
内
実
が
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

「
行
為
」
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
稀
で
あ
る
が
、「
覚
悟

性
」
と
い
う
現
存
在
の
本
来
性
を
解
明
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
以
下
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
及
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。

　
「
覚
悟
性E
n

tsch
lossen

h
eit

は
、
情
報
を
獲
得
し
て
は
じ
め
て
、
状
況
を

思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
を
状
況
の
な
か
へ
と
す
で
にsch

on

置
き

入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
存
在
は
覚
悟
す
る
者
と
し
て
、
す
で
に
行
為
し
て

4

4

4

4

い
る

4

4h
an

d
eln

。〔
…
〕
し
か
し
覚
悟
性
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、気
遣
い

4

4

4S
orge

の
な
か
で
気
遣

4

4

4

4

4

4

わ
れ

4

4

、
そ
う
し
た
気
遣
い
と
し
て
可
能
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ
の
気
遣
い
自
身
の
本
来
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
ほ
か
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

。」（S
Z

, 300

）

上
記
引
用
文
中
の
省
略
箇
所
に
は
、「
行
為
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
際
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
る
重
要
な
留
保
が
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
議
論
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で

は
「
覚
悟
性
」
と
イ
タ
リ
ッ
ク
で
強
調
さ
れ
た
「
行
為
し
て
い
る
〔
こ
と
〕④
」、さ
ら

に
「
気
遣
い
自
身
の
本
来
性
」
が
、
同
じ
次
元
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、『
存
在
と
時
間
』
は
、
現
存
在
の
非
本
来
性
か
ら
、

本
来
性
へ
の
「
実
存
的
変
様
」
を
促
す
試
み
で
あ
る
（vgl., S

Z
,130/179/267

）。「
気

遣
い
」
と
は
、
現
存
在
の
存
在
と
同
義
で
あ
り
、
こ
の
「
気
遣
い
」
に
は
、「
己
に
‐

先
立
つ
‐
存
在S

ich
-vorw

eg-sein

」
と
し
て
現
存
在
の
自
己
へ
の
関
わ
り
が
第
一

義
的
に
含
意
さ
れ
つ
つ
も
、
事
物
に
関
わ
る
「
配
慮B

esorgen

」、
他
者
の
現
存
在

に
関
わ
る
「
顧
慮F

ü
rsorge

」
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
（vgl., S

Z
, 192f.

）。
こ
の
意

味
で
、
現
存
在
が
「
気
遣
い
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
本
来
性
か
本
来
性
か
を

問
わ
ず
、
自
己
、
他
者
、
事
物
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
在
の
本
来
性
を
表
す
「
覚
悟
性
」
と
は
、
現
存
在
が
自

己
、
他
者
、
事
物
へ
と
本
来
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
そ
し
て
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
こ
の
本
来
的
な
現
存
在
の
関
わ
り
方
を
、「
行
為
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
浮
上
す
る
問
題
は
、
現
存
在
の
非
本
来
的
な
関
わ
り
と
一
線
を
画
す
る
、

本
来
的
な
関
わ
り
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
現
存
在
が
非
本
来
性
と
本
来
性
と
い
う
、
両
存
在
様
態
に
お
い
て
思
考
さ
れ
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て
い
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
行
為
」
と
い
う
語
を
、
本
来
的
な
現
存

在
に
の
み
与
え
た
と
し
て
も
、
非
本
来
的
「
行
為
」
と
い
う
も
の
も
当
然
考
え
ら
れ

よ
う
。
つ
ま
り
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
行
為
」
の
射
程
に
は
、
自
己
、
他

者
、
事
物
へ
の
本
来
的
「
行
為
」
と
共
に
、
そ
れ
ら
へ
の
非
本
来
的
「
行
為
」
が
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
来
的
「
行
為
」
へ
の
問
い
は
、
非
本
来
的
「
行

為
」
の
明
確
化
と
、そ
れ
に
対
す
る
境
界
画
定
と
い
う
作
業
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
る
。

で
は
、
非
本
来
的
「
行
為
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答

は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
環
境
世
界U

m
w

elt

」（S
Z

, 66

）
や
「
共
世
界

M
itw

elt

」（S
Z

, 118

）
の
分
析
を
、
現
存
在
の
自
己
、
他
者
、
事
物
へ
の
非
本
来
的

「
行
為
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
獲
得
で
き
る
と
思
わ
れ
る⑤
。
紙
幅
の
都
合
上
、こ

の
議
論
を
詳
細
に
展
開
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
最
低
限
指
摘
で
き
る
こ
と

は
、
非
本
来
的
「
行
為
」
と
は
、
自
己
や
他
者
を
事
物
化
し
つ
つ
、
有
用
性
に
回
収

さ
れ
る
「
行
為
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
環
境
世
界
」

に
お
け
る
「
配
慮
」
に
は
、「
そ
の
可
能
的
な
も
の
の
現
実
化
へ
の
配
慮
と
し
て
、
可

能
的
な
も
の
を
目
的
と
し
て
企
て
る
こ
とA

u
ssein

 au
f ein

 M
öglich

es als 

B
esorgen

 sein
er V

erw
irklich

u
n

g

」（S
Z

, 261

）
と
い
う
構
造
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
意
味
す
る
事
柄
は
、「
可
能
的
な
も
の
」
を
「
現
実
化
」
す
る
た
め
に
、
事
物

を
「
道
具
」
と
し
て
使
用
す
る
と
い
う
、「
活
動
／
作
品W

erk

」
に
従
事
す
る
現
存

在
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る（vgl., S

Z
, 69f.

）。こ
こ
で
現
存
在
と
事
物
と
の
関
わ
り
は
、

「
活
動
／
作
品
」
の
た
め
に
利
用
可
能
な
事
物
を
、現
存
在
が
使
用
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。さ
ら
に
こ
の
ば
あ
い
、現
存
在
は
自
ら
を
事
物
化
し
て
い
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
考
え
る
。「
日
常
的
な
現
存
在
は
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
、
現
存
在
が
つ
ね
に

配
慮
し
て
い
る
も
の

4

4w
as

に
基
づ
い
て
自
己
を
了
解
し
て
い
る
」（S

Z
, 239

）
と
い
う

よ
う
に
、
現
存
在
は
そ
の
都
度
の
「
作
品
／
活
動
」
に
基
づ
い
て
自
ら
を
特
定
の
存

在
者
と
し
て
理
解
す
る⑥
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
非
本
来
的
「
行
為
」
と
は
、
現
存
在

が
自
ら
を
利
用
可
能
な
「
活
動
／
作
品
」
を
通
じ
て
規
定
す
る
と
い
う
意
味
で
、
有

用
性
に
回
収
さ
せ
る
「
行
為
」
と
な
り
、
こ
の
次
元
で
は
現
存
在
は
事
物
と
し
て
の

「
も
のw

as

」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
者
へ
の
「
顧
慮
」
も
ま
た
、こ
う
し
た
事
物

と
し
て
の
現
存
在
と
同
じ
次
元
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
、
他
者
は
事
物
化
さ
れ
た
他
者

と
し
て
「
共
世
界
」
で
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る⑦
。
以
上
か
ら
、
現
存
在
の
非
本
来
的

「
行
為
」
の
特
徴
を
纏
め
る
と
、
そ
れ
は
現
存
在
が
「
環
境
世
界
」
に
お
け
る
「
配

慮
」
に
よ
っ
て
、
有
用
的
な
「
作
品
／
活
動
」
の
完
成
へ
と
従
事
し
つ
つ
、「
共
世

界
」
に
お
け
る
他
者
と
の
「
顧
慮
」
と
し
て
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
な
か

で
自
己
と
他
者
を
「
配
慮
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て
事
物
化
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
本
来
的
「
行
為
」
は
、
こ
う
し
た
有
用
性
の
内
部
に
お
け
る
「
作
品

／
活
動
」
の
遂
行
で
は
な
く
、
ま
た
自
己
と
他
者
と
の
事
物
化
で
も
な
い
よ
う
な
次

元
に
お
け
る
現
存
在
の
「
行
為
」
と
な
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
本
来
的
「
行
為
」
は
、

ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
存
在
と
時
間
』に
お
い
て
非
本
来

性
と
本
来
性
を
区
別
す
る
基
準
は
、現
存
在
が
「
ひ
と
‐
自
己M

an
-selbst

」
か
ら
、

固
有
な
自
己
を
取
り
戻
す
こ
と
に
あ
る
（vgl., S

Z
, 267f.

）。
そ
し
て
、
こ
の
変
様
に

は
、「
不
安A

n
gst

」（S
Z

, 182

）、「
可
能
性
〔
＝
死
〕
へ
の
先
駆V

orlau
fen

」（S
Z

, 

262

）、「
良
心
を
持
と
う
と
す
る
こ
とG

ew
issen

-h
aben

-w
ollen

」（S
Z

, 288

）
と

い
う
、
三
つ
の
契
機
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
現
存
在
は
「
道
具
」
へ

の
「
配
慮
」
や
他
者
へ
の
「
顧
慮
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
、単
独
化
さ
れ
る
の
で
あ
る⑧
。

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
事
物
や

他
者
と
の
関
わ
り
と
の
絶
縁
で
は
な
く
、む
し
ろ
固
有
な
自
己
の
獲
得
に
基
づ
い
て
、

現
存
在
が
「
配
慮
」
や
「
顧
慮
」
を
や
り
直
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（vgl., 

S
Z

, 297f.

）
し
た
が
っ
て
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
的
「
行
為
」
に
は
、
現
存

在
の
自
己
の
存
在
の
仕
方
が
、
極
め
て
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
的
「
行

為
」
は
、
第
一
義
的
に
現
存
在
の
固
有
な
自
己
の
獲
得
を
通
じ
て
、
有
用
性
や
自
他

の
事
物
化
と
い
う
事
態
の
外
部
に
お
い
て
、
事
物
や
他
者
と
関
わ
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
見
れ
ば
、
本
来
的
「
行
為
」
に
は
、
事
物
で
は
な
い
現
存
在
と

他
者
と
の
「
顧
慮
」
や
、
現
存
在
と
事
物
と
の
差
異
化
を
通
じ
た
、
事
物
と
の
関
わ

り
と
し
て
の
「
配
慮
」
と
い
う
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
他
者
と
の
本
来
的
「
顧
慮
」
に
関
し
て
、「
共
に
存
在
す
る
他
者
を
、
他

者
の
最
も
固
有
な
存
在
可
能
に
お
い
て
、「
存
在
」
さ
せ»sein

« lassen

」
つ
つ
、「
こ

の
存
在
可
能
を
、
率
先
的
に
教
示
し
つ
つ
‐
自
由
に
す
るvorsp

rin
gen

d
-

befreien
d

顧
慮
に
お
い
て
共
開
示
す
る
」
と
述
べ
る
（vgl., S

Z
, 298

）。
こ
う
し
た

言
及
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
が
固
有
な
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
他
者
を
現
存
在
そ

の
も
の
と
し
て
「
存
在
さ
せ
る
」
よ
う
な
「
顧
慮
」
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
企
図
し
て

い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
顧
慮
」
は
、
ま
さ
に
本
来

的
「
行
為
」
の
射
程
に
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
事
物
へ
の
本
来
的
「
配

慮
」
に
関
し
て
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
は
十
分
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
不
備
は
、

『
存
在
と
時
間
』
が
、現
存
在
の
存
在
の
分
析
論
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る⑨
。
ま
た
、
他
者
へ
の
本
来
的
「
顧
慮
」
が
、
他
者
を
「
存
在
さ
せ

る
」
こ
と
だ
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
他
者
関
係
を
具
体
的
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
的
「
行
為
」
の
具
体
的
内
実
を
、『
存
在
と
時

間
』
か
ら
直
接
的
に
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
理

解
さ
れ
る
の
は
、
現
存
在
の
固
有
な
自
己
獲
得
が
、
そ
の
ま
ま
本
来
的
「
行
為
」
と

な
り
、
そ
こ
に
は
他
者
を
現
存
在
と
し
て
「
存
在
さ
せ
る
」「
顧
慮
」、
そ
し
て
有
用

性
に
還
元
さ
れ
な
い
事
物
と
の
「
配
慮
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ

だ
け
で
あ
る
。

２
、
脱
有
用
性
の
次
元
に
お
け
る
「
行
為
」
へ
向
か
っ
て

　
　

―
「
原
行
為
」
と
し
て
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」

―

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
行
為
」
と
い
う
語
を
使
用

す
る
際
に
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
留
保
を
設
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
述

べ
る
「
行
為
」
に
は
、「
能
動
性A

ktivität

が
、
抵
抗
と
い
う
受
動
性P

assivität

を
も
包
括
す
る
」
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
ず
、
さ
ら
に
「
理
論
的
能
力
に
対
す
る
実

践
的
能
力
と
い
う
特
殊
な
振
る
舞
い
」
を
も
意
味
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（vgl., 

S
Z

, 300

）。
続
け
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、自
ら
の
「
行
為
」
を
「
理
論
的
な
関
わ
り
と
実

践
的
な
関
わ
り
と
の
区
別
の
な
か
に
す
で
に
つ
ね
に
〔
…
〕
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
も
の
と
み
な
す
（vgl., S

Z
, 300

）。
こ
こ
で
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
本
来
的
「
行
為
」
に
は
、
作
用
と
反
作
用
と
い
う
物
理
学
的
な
意
味
で
は

な
く
、「
理
論
的
能
力
」
に
対
す
る
「
実
践
的
能
力
」
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
理
論
と

実
践
と
い
う
対
立
的
な
構
図
を
超
え
た
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る⑩
。こ

れ
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、『
哲
学
入
門
』
で
の
「
行
為
」
論
を
参
照
し
て
み
よ

う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
非
本
来
的
「
行
為
」
は
、「
有

意
義
性
」
と
し
て
の
「
世
界
性
」
に
還
元
さ
れ
る
「
行
為
」
で
あ
っ
た
（vgl., S

Z
, 

87

）。『
哲
学
入
門
』
で
も
、
一
方
で
こ
う
し
た
『
存
在
と
時
間
』
の
議
論
は
踏
襲
さ

れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
他
方
で
、
そ
こ
で
は
有
用
性
に
還
元
さ
れ
な
い
事
物
と
現

存
在
の
関
わ
り
方
が
積
極
的
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
行
為
」

論
の
発
展
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
た
ち
が
、
使
用
の
な
か
で
チ
ョ
ー
ク
を
分
か
ち
合
う
と
い
う
こ
と

は
、こ
の
チ
ョ
ー
ク
が
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
の
ま
ま
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
可
能
的
で
正
当
な
権
利
を
も
っ
た
使
用
の
た
め
に
準
備
し
、
わ
れ
わ

れ
に
委
ね
て
存
在
す
るü

berlassen
 vorliegen

と
い
う
、そ
の
と
き
に
の
み
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。チ
ョ
ー
ク
を
使
用
す
る
こ
と
は
、

チ
ョ
ー
ク
が
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と

offen
bar sein

、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
相
互
に
チ
ョ
ー
ク
の
も
と
で
存
在
す
る
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こ
と
〔
…
〕
を
内
に
含
ん
で
い
る
。」（E

P, 101

）

こ
の
言
及
で
は
、
事
物
の
存
在
様
式
が
、
利
用
す
る
た
め
の
「
道
具
」
の
領
域
を
超

え
て
思
考
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
論
、
事
物
を
「
道
具
」
と
し
て

利
用
す
る
可
能
性
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
重
要
で
あ
る
の
は
、「
道
具
」

と
し
て
の
事
物
使
用
が
可
能
と
な
る
条
件
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
の
事
物
が
「
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
」
と
定
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
議

論
で
は
、
事
物
が
「
道
具
」
で
は
な
い
仕
方
で
、
わ
れ
わ
れ
に
開
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
基
盤
と
し
て
は
じ
め
て
、
事
物
は
「
道
具
」
と
し
て
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
事
物
が
そ
の
使
用
に
先
立
っ
て
、
現
存
在
に
「
開
か
れ
て
い

る
」
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
ら
を
「
わ
れ
わ
れ
に
委
ね
て
存
在
す
る
」
が
ゆ

え
に
、
事
物
は
「
道
具
」
と
し
て
の
「
有
意
義
性
」
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
開
か
れ
て
い
る
こ
と
」「
わ
れ
わ
れ
に
委
ね
て
存
在
す

る
」
と
い
う
事
物
の
存
在
性
格
は
、「
有
意
義
性
」
の
外
部
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

ず
、
こ
こ
に
『
存
在
と
時
間
』
の
「
配
慮
」
を
超
え
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と

み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
事
物
が
「
わ
れ
わ
れ
に
委
ね
て
存
在
す
る
」
と
は
、
ど
う
い

う
事
態
か
。
ま
た
そ
の
ば
あ
い
、
現
存
在
は
事
物
に
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
こ
で
現
存
在
と
事
物
の
関
わ
り
を
、
も
は
や
「
配
慮
」
と
い
う

語
を
用
い
ず
、「
存
在
さ
せ
る
こ
とS

ein
lassen

」（E
P, 102

）
と
表
現
す
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
徹
底
的
に
、
変
わ
ら
な
い
仕
方
で
従
事
し
よ
う
と

も
、
そ
の
と
き
に
も
ま
た
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は

諸
事
物
を
、
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
が
ま
ま
に
、
存
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、

諸
事
物
を
そ
れ
ら
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕使
用
し
な
い
こ
と
に
お
い

て
と
同
じ
よ
う
に
、
使
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
諸
事
物
を
存
在

さ
せ
る
こ
と
は
存
し
て
お
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
諸
事
物
を
存
在
さ
せ
る
こ
と

は
、
諸
事
物
と
の
使
用
的
交
渉
す
べ
て
の
根
底
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

（E
P, 102

）

引
用
の
通
り
、「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
と
は
、「
諸
事
物
と
の
使
用
的
交
渉
す
べ
て
の

根
底
に
存
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
言
及

さ
れ
て
い
た
有
用
性
に
回
収
さ
れ
る
「
手
許
性Z

u
h

an
d

en
h

eit

」
や
、
理
論
的
対

象
と
し
て
の
「
眼
前
性V

orh
an

den
h

eit

」
と
い
う
事
物
と
の
関
わ
り
の
根
底
に
あ

り
（vgl., S

Z
, 75

）、
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
現
存
在
と
事
物
と
の
根
本
的
な
関
わ
り

方
で
あ
る
と
い
え
る
。
逆
に
い
え
ば
、
現
存
在
は
事
物
を
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
な

く
し
て
、
事
物
の
「
道
具
」
的
使
用
や
、
理
論
的
な
対
象
化
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

「
手
許
性
」
が
、
事
物
を
現
存
在
の
目
的
に
沿
っ
て
有
用
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、

「
眼
前
性
」
が
、
学
問
の
た
め
に
役
立
つ
理
論
的
成
果
を
、
観
察
に
よ
っ
て
引
き
出
す

こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
物
は
現
存
在
の
目
的
に
合
わ
せ
た

手
段
で
あ
り
、さ
ら
に
は
現
存
在
の
一
方
的
な
操
作
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

だ
が
し
か
し
、「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
次
元
で
は
、
現
存
在
は
事
物
へ
の
こ
う

し
た
一
方
的
な
操
作
を
遂
行
せ
ず
、
事
物
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
操
作
を
解
除
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」

に
お
い
て
は
、「〔
…
〕
わ
れ
わ
れ
は
何
も
除
去
せ
ず
、
そ
の
存
在
者
に
お
い
て
、
わ

れ
わ
れ
の
活
動
／
作
品
と
し
て
何
も
要
求
し
な
い
」（E

P, 104

）
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
「〔
…
〕
諸
事
物
を
、
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
が
ま
ま
に
、
存
在
さ
せ
て
い
る
」

こ
と
と
し
て
、
事
物
を
意
の
ま
ま
に
せ
ず
、
事
物
そ
の
も
の
と
し
て
現
存
在
に
と
っ

て
存
在
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
を
、
現
存
在
の
「
最
も
高

次
で
、
根
源
的
な
様
式
の
「
営
みT

u
n

」」（E
P, 103

）
と
す
る⑪
。
ま
た
、
こ
の
「
存

在
さ
せ
る
こ
と
」
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
他
者
と
の
本
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来
的
「
顧
慮
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
（vgl., S

Z
, 298

）。

こ
こ
で
『
存
在
と
時
間
』
以
降
の
「
行
為
」
概
念
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
的
「
行
為
」
を
、『
哲
学
入
門
』
に
お
け

る
こ
の
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
一
語
を
も
っ
て
し
て
表
現
し
直
し
て
い
る
と

み
な
す
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
来
的
「
行
為
」
と
は
、
事
物
を
脱
有

用
性
の
次
元
で
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
他
者
を
も
現
存
在

と
し
て
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
哲
学
入
門
』
に
お
い
て
「
根
源

的
な
「
営
み
」」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
事
態
な
の
で
あ
る
。

で
は
、有
用
性
に
供
せ
ら
れ
る
「
行
為
」
を
脱
し
た
、こ
の
「
根
源
的
な
「
営
み
」」

と
は
何
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
を
、「
哲
学
す
る
こ

と
」
と
同
義
的
に
考
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。『
哲
学
入
門
』
に
お
い
て
、ハ
イ
デ

ガ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
参
照
し
つ
つ
、
テ
オ
レ
イ

ン
を
、「
存
在
者
を
開
く
こ
と
」
と
し
て
、
ま
た
プ
ラ
ク
シ
ス
を
「
存
在
者
の
非
隠
蔽

性
」
と
し
て
解
釈
し
直
し
て
い
る
（vgl., E

P, 176

）。
そ
し
て
彼
は
、
こ
う
し
た
解
釈

を
も
っ
て
、「
行
為
」
を
「
非
隠
蔽
性
、
真
理
を
生
起
に
‐
も
た
ら
す
こ
と
」
と
規
定

し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
理
論
と
実
践
と
の
根
源
的
な
相
互
依
拠
性
を
看
取

し
て
い
る
の
で
あ
る
（vgl., E

P, 176

）。
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

解
釈
の
是
非
を
検
討
す
る
に
は
別
の
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
述
し
た
よ

う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
行
為
」
は
、
理
論
と
実
践
の
区
別
を
超
え
た
次
元
に
位
置

し
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
行
為
」
が
、「
非
隠
蔽
性
」
や
「
真
理
」
と
関
わ
る
の
で

あ
れ
ば
、
こ
の
「
行
為
」
の
遂
行
は
「
哲
学
す
る
こ
と
」
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、『
哲
学
入
門
』
の
下
記
の
言
及
は
、
特
に
重
要

で
あ
る
。

　
「
超
越
が
人
間
的
現
存
在
一
般
の
根
本
的
本
質
を
形
成
す
る
な
ら
ば
、明
確
に

超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て
生
起
す
る
の
は
、
本
質
的
に
超
越
し
て
い
る
現
存
在

が
、
超
越
を
明
確
に
生
起
さ
せ
るG

esch
eh

en
lassen

こ
と
に
お
い
て
、
本
質

的
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。こ
の
よ
う
に
明
確
に
超
越
す
る
こ
と
に

お
い
て
、
現
存
在
が
本
質
的
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
存
在
そ
の
も
のS

ein als 

solches

へ
と
明
確
に
問
う
こ
とF

ragen

は
、哲
学
す
る
こ
とP

hilosophieren

に
他
な
ら
な
い
。」（E

P, 213

）

多
々
論
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
論
旨
に
と
っ
て
は
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
が

「
存
在
そ
の
も
の
へ
と
明
確
に
問
う
こ
と
」
で
あ
り
、こ
の
遂
行
に
よ
っ
て
現
存
在
は

現
存
在
と
し
て
自
ら
の
本
質
を
成
就
す
る
、
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
こ
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
に
よ
る
現
存
在
の
本
質
化
を
、「
現
存
在
の
自
由

の
原
行
為U

rh
an

dlu
n

g

」
と
呼
び
、「〔
現
存
在
の
〕
根
拠
に
基
づ
い
て
実
存
す
る

こ
と
」
と
み
な
し
て
い
る
（vgl., E

P, 214

）。
こ
こ
で
「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
、「
行

為
」
の
な
か
の
最
も
根
源
的
な
「
行
為
」
と
し
て
の
「
原
行
為
」
へ
と
接
続
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
「
原
行
為
」
と
し
て
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
が
、「
存

在
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け

る
本
来
的
「
行
為
」
と
、「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
同
等
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
現
存
在
の
本
来
的
「
行
為
」
と
は
、「
原
行
為
」
と
し
て
の
「
哲
学

す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
有
用
性
の
外
部
に
お
い
て
事
物
や
他
者
を
そ
の
も
の

と
し
て
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
の
実
存
論
的
分
析
論
は
、「
存
在
へ
の
問
いS

ein
sfrage

」（S
Z

, 

2
）
を
掲
げ
、
現
存
在
の
分
析
論
を
通
じ
て
、
存
在
一
般
へ
の
問
い
を
準
備
す
る
試
み

で
あ
っ
た
。
他
方
、『
哲
学
入
門
』
に
お
け
る
「
原
行
為
」
と
し
て
の
「
哲
学
す
る
こ

と
」
は
、「
存
在
そ
の
も
の
」
を
射
程
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
現
存
在
の
存
在
か
ら

「
存
在
そ
の
も
の
」へ
の
問
い
へ
の
移
行
の
問
題
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、「
行
為
」
と
い
う
観
点
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、「
原
行
為
」
と

し
て
の
「
哲
学
す
る
こ
と
」
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
的
「
行
為
」
と
重
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ね
て
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、『
存
在
と
時

間
』
に
お
け
る
本
来
的
「
行
為
」
が
、『
哲
学
入
門
』
に
至
っ
て
、「
哲
学
す
る
こ
と
」

と
い
う
名
を
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
深
化
と
具
体
化
を
蒙
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。

３
、「
存
在
」
に
よ
る
「
行
為
」
？

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
お
け
る
「
行
為
」
は
、
現
存
在
の
能
動
的
な
関
与
の
性
格
を

拭
い
去
れ
て
お
ら
ず
、
極
め
て
主
意
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
存
在
の
自
力
的
な
本
来
化
へ
の
強
い
志
向
は
、

「
哲
学
」
と
い
う
「
行
為
」
の
遂
行
に
よ
る
既
存
の
学
問
の
変
革
と
い
う
、当
時
の
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
構
想
に
反
映
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る⑫
。
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
野
心
は
、「
哲
学
」
で
は
な
く
、「
思
索
」
と
い
う
語
が
現
れ
て
く
る
一
九
三
〇
年

代
の
後
半
頃
か
ら
、
徐
々
に
薄
ら
い
で
ゆ
く
。
一
九
三
四
年
・
三
五
年
の
講
演
『
芸

術
作
品
の
根
源
』
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
思
索
者D

en
k

er
」
に
よ
る
「
存
在
の

思
索
」
こ
そ
が
「
真
理
」
を
開
示
す
る
と
み
な
し
、「
学
問
〔
＝
科
学
〕
は
真
理
の
根

源
的
な
生
起
で
は
な
い
」
と
断
じ
て
い
る⑬
。
し
か
し
「
学
問
〔
＝
科
学
〕
が
正
し
さ

を
超
え
て
、
真
理
に
、
す
な
わ
ち
本
質
的
な
存
在
者
そ
の
も
の
の
暴
露
に
至
る
」
か

ぎ
り
で
、「
学
問
〔
＝
科
学
〕
は
哲
学
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
こ
に
学
問
の
変

革
と
い
う
構
想
の
残
滓
が
垣
間
見
ら
れ
る
（vgl., U

K
, 48

）。
し
か
し
、
一
九
三
八
年

の
『
世
界
像
の
時
代
』
で
は
、「〔
学
問
の
〕
特
殊
化
は
必
要
悪
で
は
な
く
、
研
究
と

し
て
の
学
問
に
属
す
る
本
質
的
な
必
然
性
」
と
さ
れ
て
お
り
、
学
問
の
変
革
は
も
は

や
現
存
在
に
課
せ
ら
れ
る
使
命
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う⑭
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
変
化
の
理
由
や
是
非
は
、
大
学
改
革
の
事
実
上
の
挫
折
で
な
く
、
彼
の
「
運

命G
esch

ick

」
の
議
論
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
別
の
議

論
を
要
す
る⑮
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
傾
向
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
行
為
」
概
念
に
も
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
え
る
の
は
必
然
だ
と
思
わ
れ
る
。

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』（
以
後
、『
書
簡
』
と
略
記
）
で
言
及
さ
れ
る
「
行
為
」
は
、

ま
さ
に
こ
の
変
更
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。『
哲
学
入
門
』
で
は
、「
投
企
の
な
か

に
は
第
一
に
行
為
の
ひ
と
つ
の
性
格
が
存
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、「
行
為
」
は
『
存

在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
存
在
の
「
投
企E

n
tw

u
rf

」（S
Z

, 145

）
と
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
（vgl., E

P, 205f.

）。
し
た
が
っ
て
、
現
存
在
は
、
つ
ね
に
「
投
企
」
も
し
く

は
「
行
為
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
門
脇
氏
が
述
べ
る
よ
う
に

現
存
在
と
は
、
根
本
的
に
行
為
者
な
の
で
あ
る⑯
。
し
か
し
、
こ
の
事
態
を
堅
持
す
る

な
ら
ば
、「
行
為
」
や
「
投
企
」
が
、
現
存
在
の
主
体
的
な
意
志
に
還
元
さ
れ
て
し
ま

う
可
能
性
が
生
ま
れ
よ
う
。
だ
が
『
書
簡
』
で
は
、「
投
企
す
る
こ
と
に
お
い
て
投
げ

て
い
る
者das W

erfen
der im

 E
n

tw
erfen

は
、
人
間
で
は
な
く
、
存
在
そ
の
も

のdas S
ein

 selbst

」
だ
と
さ
れ
、「
行
為
」
と
し
て
の
「
投
企
」
の
担
い
手
は
、
第

一
に
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
な
る
（vgl., B

H
, 334

）。
こ
こ
で
、本
来
的
「
行
為
」
な

い
し
「
原
行
為
」
か
ら
、
現
存
在
の
能
動
性
が
か
な
り
の
程
度
で
、
脱
色
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
現
存
在

に
よ
る
「
行
為
」
で
は
な
く
、「
存
在
そ
の
も
の
」
に
よ
る
「
行
為
」
な
の
で
あ
る
。

で
は
『
書
簡
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
行
為
」
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

か
。『
哲
学
入
門
』
で
は
、理
論
と
実
践
の
根
底
に
あ
る
「
原
行
為
」
と
し
て
の
「
哲

学
す
る
こ
と
」
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
書
簡
』
で
は
、こ
う
し
た
「
行
為
」

は
、
も
は
や
「
哲
学
」
と
も
呼
ば
れ
ず
、「
存
在
の
真
理
の
な
か
へ
と
踏
み
込
ん
で
思

索
す
るden

ken
 in

 die W
ah

rh
eit des S

ein
s

よ
う
な
思
索D

en
ken

」（B
H

, 332

）

だ
と
さ
れ
、
目
的
と
手
段
の
連
関
に
お
い
て
何
か
を
制
作
す
る
「
行
為
」、
ま
た
何
か

に
影
響
を
与
え
る
「
行
為
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
最
高
位
の
「
行
為
」
と

い
う
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
し
た
が
っ
て
、
思
索
は
、
ひ
と
つ
の
営
みT

u
n

で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
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の
営
み
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
を
凌
駕
し
て
い
る

営
み
な
の
で
あ
る
。
思
索
は
行
動
や
制
作
を
超
え
て
聳
え
立
っ
て
い
る

du
rch

ragen

の
だ
が
、〔
そ
の
理
由
は
〕
成
果
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

作
用
の
結
果F

olgen
 ein

es W
irken

s

に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
思
索

の
成
果
〔
＝
結
果
〕
を
生
み
出
さ
ず
に
成
就
す
る
働
きV

ollbrin
gen

の
さ
さ

や
か
さ
に
よ
っ
て
な
の
だ
。」（B

H
, 357f.

）

こ
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
述
べ
る
「
思
索
」
は
、「
成
果
を
生
み
出
さ
ず
に
成
就

す
る
働
き
」
と
し
て
の
「
営
み
」
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
そ
れ
は
存
在
者
を
研
究

し
、
何
ら
か
の
理
論
を
構
築
す
る
学
問
的
な
活
動
や
、
作
品
や
事
業
の
完
成
、
ま
た

物
理
的
な
因
果
関
係
な
ど
と
は
一
線
を
画
す
る
「
営
み
」
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
結
果
を
何
ら
生
み
出
さ
な
い
「
思
索
」
と
い
う
「
営
み
」
を
、
生
産

的
な
「
営
み
」
の
派
生
態
で
は
な
く
、「
あ
ら
ゆ
る
実
践
を
凌
駕
し
て
い
る
営
み
」
と

し
て
、最
上
級
の
「
営
み
」
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
営
み
」
と
し
て
の
「
思

索
」
は
、
理
論
と
実
践
に
還
元
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
「
営
み
」
と
い
う

点
で
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
的
「
行
為
」
や
、『
哲
学
入
門
』
の
「
原
行
為
」

に
近
い
思
考
で
あ
る
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、『
書
簡
』
で
は
こ
の
「
思
索
」
と

し
て
の
「
営
み
」
を
第
一
に
担
う
者
は
、
現
存
在
で
は
な
く
、「
存
在
そ
の
も
の
」
で

あ
る
か
ら
、「
思
索
」
と
し
て
の
「
営
み
」
は
、
本
来
的
「
行
為
」
や
「
原
行
為
」
と

い
う
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
は
、完
全
に
回
収
で
き
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
「
思
索
」
は
、
い
か
な
る
内
実
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
述
で
は
、「
思
索
」
の
担
い
手
は
、「
存
在
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し

か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
思
索
」
か
ら
現
存
在
の
試
み
と
い
う
意
味
が
完
全
に
脱
色

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
書
簡
』
は
、そ
の
冒
頭
か
ら
「
行
為
」
に
関
す
る
言
及
か

ら
始
ま
っ
て
お
り
、「
行
為H

an
deln

の
本
質
は
、
成
就
す
る
働
き
で
あ
る
」
と
さ

れ
、
さ
ら
に
こ
の
「
行
為
」
と
し
て
の
「
思
索
」
は
、「
存
在
の
人
間
の
本
質
へ
の
関

わ
りB

ezu
g des S

ein
s zu

m
 W

esen
 des M

en
sch

en

を
成
就
す
る
働
き
」
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
る
（vgl., B

H
, 311

）。
し
た
が
っ
て
、「
思
索
」
は
、「
存
在
そ
の
も

の
」
が
「
存
在
の
人
間
の
本
質
へ
の
関
わ
り
」
を
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

が
、
こ
れ
で
は
「
思
索
」
に
は
、
人
間
な
い
し
現
存
在
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
か

の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、「
思
索
」
は
一

方
で
「
存
在
そ
の
も
の
」
に
よ
る
「
思
索
」
で
あ
る
の
だ
が
、
他
方
で
人
間
が
遂
行

す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
言
及
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

　
「
端
的
に
い
え
ば
、
思
索
と
は
、
存
在
の
思
索
で
あ
る
。
そ
の
属
格
は
、
二
義

的
で
あ
る
。
思
索
は
存
在
に
よ
っ
て
呼
び
促
さ
れereign

en

⑰
、存
在
に
属
す
る

か
ぎ
り
、
思
索
は
、
存
在
が
〔
為
す
も
の
で
あ
る
〕。
同
時
に
思
索
は
、
思
索
が

存
在
に
属
し
つ
つ
、
存
在
に
耳
を
傾
け
るh

ören
 au

f das S
ein

か
ぎ
り
、〔
人

間
が
〕
存
在
を
思
索
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。」（B

H
, 313f.

）

こ
こ
で
は
「
思
索
」
と
い
う
「
行
為
」
が
、
人
間
の
一
方
的
な
関
与
で
な
い
こ
と
が

主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
完
全
に
脱
人
間
化
さ
れ
た
「
行
為
」
で
は
な

い
こ
と
は
、
こ
の
引
用
の
後
半
で
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、「
存
在
に
耳
を
傾
け

る
」
と
い
う
点
で
、「
思
索
」
の
遂
行
者
で
あ
る
人
間
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
は
、
絶
対
者
の
よ
う
に
「
存
在
そ
の
も
の
」
を
生
み
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、「
思
索
」
の
第
一
義
的
な
遂
行
者
は
、「
存
在
そ
の
も
の
」

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
要
と
な
る
の
は
、「
思
索
」

の
遂
行
者
を
、「
存
在
そ
の
も
の
」
か
、
人
間
か
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
帰
着
さ
せ
る
こ

と
で
は
な
く
、「
存
在
そ
の
も
の
」
に
よ
る
「
思
索
」
に
大
き
く
比
重
を
傾
け
つ
つ

も
、そ
れ
が
他
な
ら
ぬ
人
間
を
通
じ
た
「
思
索
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
思
索
」
は
、
人
間
の
自
発
的
な
「
行
為
」
で
は
な
い
が
、
人
間
を
排
除
し
た
「
存
在
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そ
の
も
の
」
の
「
行
為
」
で
も
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
人
間
が

本
質
化
す
る
の
は
、
人
間
が
存
在
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
自
ら
の
本
質
に
お

い
て
の
み
」
で
あ
り
、
そ
の
存
在
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
で
、
人
間
に
は
「
脱
‐
存

E
x-sisten

z
」
と
呼
ば
れ
る
、「
存
在
の
明
る
み
に
立
つ
こ
とS

teh
en

」
が
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
（vgl., B

H
, 321

）。
し
た
が
っ
て
、人
間
が
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
「
存
在
に
よ
っ
て
呼
び
促
さ
れ
」、
次
い
で
人

間
が
「
存
在
に
耳
を
傾
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
の
「
存
在
そ
の
も
の
」

と
人
間
と
の
応
答
関
係
が
、
最
も
高
次
な
「
行
為
」
と
し
て
の
「
存
在
の
思
索
」
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う⑱
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
思
索
」
は
作
品
の
産
出
を
為
し
得
ず
し
て
、
人
間
の
存
在

へ
の
「
脱
‐
存
」
を
成
就
す
る
「
行
為
」
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
第
一

義
的
に
「
存
在
そ
の
も
の
」
に
よ
る
「
行
為
」
と
し
て
の
「
思
索
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
提
唱
す
る
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
「
行
為
」
概
念
で
は
、
現
存
在
の
能

動
的
な
参
与
の
側
面
が
強
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
存
在
が
「
存
在
そ
の
も
の
」
を
創
出

す
る
か
の
よ
う
に
誤
読
さ
れ
る
可
能
性
や
、「
存
在
そ
の
も
の
」
を
暴
力
的
に
現
存
在

の
意
の
ま
ま
に
す
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
を
拭
い
さ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た

「
行
為
」
概
念
の
変
遷
に
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
意
志
の
受
容
」
か
ら
「
意
志
の

批
判
」
へ
の
変
遷
が
少
な
か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う⑲
。
も
ち
ろ
ん
、『
存

在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
呼
び
声
」
と
し
て
の
「
良
心G

ew
issen

」（S
Z

, 269

）
の

分
析
は
、「
呼
び
掛
け
ら
れ
た
自
己
は
、
自
ら
自
身
へ
と
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
最
も
固

有
な
存
在
可
能
へ
と
呼
び
起
こ
さ

4

4

4

4

4

れ
るau

fru
fen

」こ
と
で
、現
存
在
の
本
来
的「
行

為
」
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
存
在
そ
の
も
の
」
の
要
請
に

よ
る
現
存
在
の
応
答
と
い
う
『
書
簡
』
の
議
論
の
雛
型
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で

き
よ
う
（vgl., S

Z
, 273

）。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、『
存
在
と
時
間
』
を
挟
む
、

一
九
二
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
初
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
哲
学
」
に
よ
る
学
問

の
変
革
を
構
想
し
て
お
り
、
本
来
的
な
「
行
為
」
や
「
原
行
為
」
は
、
通
常
の
「
行

為
」
と
は
区
別
さ
れ
つ
つ
も
、
既
存
の
学
問
に
何
ら
か
の
作
用
や
影
響
を
及
ぼ
す
性

格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
通
常
の
学
問
や
「
行
為
」

を
非
本
来
性
に
お
い
て
の
み
理
解
す
る
な
ら
ば⑳
、本
来
的
「
行
為
」
は
非
本
来
的
「
行

為
」
の
矯
正
と
な
り
、
広
い
意
味
で
の
有
用
性
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
書
簡
』
に
お
い
て
「
人
間
は
存
在
者
の
主
人
で
は
な
い
」「
人

間
は
存
在
の
牧
人H

irt

で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、「
牧
人
の
尊
厳
は
、
存
在
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
、
存
在
の
真
理
を
見
守
る
こ
とW

ah
rn

is

へ
と
呼
ば
れ
て
い
るru

fen

と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
と
さ
れ
る
ば
あ
い
、
こ
の
「
牧
人
」
に
よ
る
「
思
索
」
の

提
唱
に
は
、『
書
簡
』
以
前
の
「
行
為
」
概
念
が
、
通
常
の
「
行
為
」
の
変
革
を
意
図

し
て
い
た
か
ぎ
り
で
、
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（vgl., B
H

, 339

）。
こ
の
よ
う
に
、「
存
在
そ
の
も
の
」
を
現
存
在
の
恣
意
的
な
営
み
に

よ
っ
て
暴
露
し
よ
う
と
す
る
「
行
為
」
で
は
な
く
、
ま
た
何
か
に
働
き
か
け
、
何
か

変
革
す
る
「
行
為
」
で
も
な
い
次
元
に
お
け
る
「
行
為
」
は
、『
書
簡
』
に
お
け
る
何

の
成
果
も
生
み
出
さ
な
い
「
存
在
の
思
索
」
と
し
て
の
脱
有
用
化
さ
れ
た
「
行
為
」

と
し
て
結
実
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、『
存
在
と
時
間
』
や
『
哲
学
入
門
』
で

も
僅
か
な
が
ら
意
図
さ
れ
て
い
た
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
が
、『
書
簡
』
で
は
脱
有
用

化
さ
れ
た
「
行
為
」
と
し
て
の
「
思
索
」
か
ら
規
定
し
直
さ
れ
、「
存
在d

as S
ein

を
あ
る
が
ま
ま
に

―
存
在
さ
せ
るsein

 lassen

」
こ
と
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

（vgl., B
H

, 354

）。

こ
う
し
た
「
行
為
」
と
し
て
の
「
思
索
」
は
、「
存
在
そ
の
も
の
」
が
、
人
間
に
動

的
に
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
、「〔
…
〕〔
人
間
に
〕
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

存
在
の
運
命G

esch
ich

te des S
ein

s

」
で
あ
り
、「
思
索
は
そ
こ
〔
存
在
の
運
命
〕

へ
と
、
こ
の
運
命
の
追
想
的
思
索A

n
den

ken

と
し
て
、
こ
の
歴
史
に
よ
っ
て
呼
び

促
さ
れ
て
、
帰
属
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
る
（vgl., B

H
, 332

）。
ま
た
、

こ
の
「
思
索
」
に
は
、「〔
…
〕
存
在
の
真
理
が
言
葉S

prach
e

と
な
り
、
思
索
が
こ
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の
言
葉
の
な
か
へ
到
達
す
る
こ
と
」
と
し
て
、「
言
葉
」
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る

（vgl., B
H

, 340

）。
こ
う
し
た
「
運
命
」
や
「
言
葉
」
に
関
し
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め

て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

お
わ
り
に

―
共
同
「
行
為
」
と
し
て
の
「
思
索
」

―

以
上
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
「
行
為
」
概
念
の
変
遷
を
追
っ

て
き
た
。
こ
う
し
た
作
業
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第

一
に
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
行
為
」
概
念
は
、「
原
行
為
」
と
し
て
の
「
哲
学
す
る

こ
と
」
と
し
て
、
通
常
の
「
行
為
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
有
用
性
に
回
収
さ
れ

る
可
能
性
と
、
現
存
在
の
能
動
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
傾
向
が
強
く
残
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
第
二
に
、『
書
簡
』
に
お
け
る
「
行
為
」
と
し
て
の
「
思
索
」
は
、
そ
の
担
い
手
を

「
存
在
そ
の
も
の
」
に
委
ね
る
こ
と
で
、現
存
在
の
主
意
主
義
的
な
傾
向
を
脱
色
さ
せ

る
と
同
時
に
、
有
用
性
に
回
収
さ
れ
な
い
「
行
為
」
の
次
元
を
確
保
し
た
。
こ
れ
は

学
問
の
変
革
と
い
う
構
想
の
放
棄
と
連
動
す
る
。
第
三
に
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
本

来
的
「
行
為
」
が
存
在
者
を
「
存
在
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
な
ら
ば
、現
存
在
は
「
存

在
そ
の
も
の
」
か
ら
の
「
思
索
」
の
要
請
に
従
う
こ
と
で
、
存
在
者
を
「
存
在
さ
せ

る
」
こ
と
へ
促
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、こ
れ
が
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
書
簡
』

に
至
る
、「
行
為
」
概
念
の
帰
着
点
で
あ
る
。

さ
て
、『
存
在
と
時
間
』
は
、「
共
存
在M

itsein

」（S
Z

, 113

）
と
し
て
の
現
存
在

の
本
来
性
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「〔
…
〕
同
じ
事
象S

ach
e

に
共
同

に
尽
力
す
る
〔=

己
を
投
入
す
る
〕S

ich
ein

setzen

」
こ
と
、
ま
た
同
時
に
「
各
々

固
有
に
把
握
さ
れ
る
現
存
在
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
」
る
こ
と
で
生
じ
る
、「
本
来
的

4

4

4

な4

連
帯V
erbu

n
den

h
eit

」
だ
と
さ
れ
る
（vgl., S

Z
, 122

）。
こ
の
言
及
を
考
慮
す
れ

ば
、
こ
の
「
本
来
的
な
連
帯
」、
つ
ま
り
本
来
的
な
「
共
存
在
」
に
は
、「
同
じ
事
象

に
共
同
に
尽
力
す
る
」
こ
と
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
「
行
為
」
的
性
格
が
付
与
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
来
的
な
「
共
存
在
」
は
、
本
来
的
な
「
行
為
」
の
共

遂
行
が
必
然
的
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
同
じ
事
象
」
と
は
、
非
常
に
特
定

し
難
い
の
だ
が
、
本
来
の
現
存
在
に
は
、「
共
存
在
」
と
し
て
、
本
来
的
「
行
為
」
の

共
遂
行
が
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、論
理
的
に
理
解
さ
れ
よ
う
。『
哲

学
入
門
』
に
お
い
て
、「
共
に
哲
学
す
る
者
」（E

P, 226

）
が
主
張
さ
れ
る
の
も
、
こ

う
し
た
本
来
的
「
行
為
」
の
共
遂
行
と
「
共
存
在
」
の
議
論
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
念
頭

に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
、
初
期
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
構
想
と
し
て
予
想
さ
れ
る
の
は
、「
哲
学
」
と
い
う
「
行
為
」
の
共
遂
行
に
よ

る
「
本
来
の
連
帯
性
」「
共
に
哲
学
す
る
者
」
の
確
立
と
、そ
れ
に
よ
る
学
問
の
改
革

と
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
必
要
条
件
は
、
単
独
化
さ
れ
た
現
存
在
の
先
導
的
な
「
哲

学
」
の
遂
行
な
の
で
あ
る㉑
。

他
方
、『
書
簡
』
に
お
い
て
は
、「
存
在
の
来
着A

n
ku

n
ft

」
が
、「
思
索
の
唯
一
の

事
象
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
「
存
在
の
来
着
」
を
「
言
葉
」
に
も
た
ら
す
者
が
、

「
本
質
的
な
思
索
者
た
ちd

ie w
esen

tlich
en

 D
en

k
er

」
と
さ
れ
る
（vgl., B

H
, 

359

）。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
複
数
形
の
「
思
索
者
」
同
士
の
関
係
を
「
闘

争
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る㉒
。

　
「
思
索
者
の
間
で
の
闘
争S

treit

は
、
事
象
そ
の
も
の
の
「
愛
し
な
が
ら
の
闘

争lieben
der S

treit

」
で
あ
る
。
そ
の
闘
争
は
、
思
索
者
た
ち
が
、
交
互
に
同

じ
も
のS

elben

へ
単
純
に
帰
属
し
て
ゆ
く
よ
う
、導
き
つ
つ
助
け
るverhelfen

の
で
あ
る
。
そ
の
同
じ
も
の
に
基
づ
い
て
、
思
索
者
た
ち
は
、
存
在
の
運
命
の
な

か
で
、
運
命
に
適
っ
た
も
のdas S

ch
ick

lich
e

を
見
出
す
の
で
あ
る
。」（B

H
, 

333
）

こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、「
存
在
の
来
着
」
を
「
言
葉
」
に
も
た
ら
す
「
思
索
者
」
は
、

ひ
と
つ
の
行
為
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
為
者
が
、
ま
さ
に
「
存
在
そ
の
も
の
」
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に
よ
る
「
思
索
」
に
お
い
て
、互
い
に
「
同
じ
も
の
へ
単
純
に
帰
属
し
て
ゆ
く
よ
う
、

導
き
つ
つ
助
け
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
詳
述
し
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら

ず
、「
存
在
の
来
着
」
に
よ
る
「
思
索
」
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
行
為
者
た
ち
の
あ
い

だ
に
何
ら
か
の
共
同
性
が
成
就
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
存
在
と
時

間
』
で
は
、「
先
立
っ
て
飛
び
込
み
模
範
と
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4vorau
ssprin

gen

」（S
Z

, 122

）
と

い
う
よ
う
に
、
現
存
在
の
一
方
的
な
関
与
に
よ
る
「
共
存
在
」
の
樹
立
と
い
う
側
面

が
強
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に「
存
在
の
来
着
」に
曝
さ
れ
た「
行

為
」
や
「
思
索
」
と
い
う
主
張
と
の
相
違
が
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、『
書
簡
』
に

お
け
る
共
同
性
を
、
か
ろ
う
じ
て
表
現
で
き
る
と
す
れ
ば
、「
存
在
の
来
着
」
に
招
聘

さ
れ
、
そ
れ
に
共
に
聴
従
し
つ
つ
飛
び
込
み
、
思
索
す
る
行
為
者
た
ち
、
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
存
在
の
思
索
」
と
そ
の
「
行
為
」
概

念
が
「
存
在
問
題
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
核
心
部
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
し
て
現
存
在
が
根
本
的
に
行
為
者
で
あ
り
か
つ
、
複
数
形
に
お
い
て
し

か
存
在
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、「
存
在
そ
の
も
の
」
が
、
現
存
在
た
ち
を
「
思

索
」
へ
と
飛
び
込
む
こ
と
を
促
し
つ
つ
、共
同
「
思
索
」
者
と
し
て
「
存
在
さ
せ
る
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的「
思

索
」
と
は
、
孤
独
な
営
み
で
は
な
く
、
つ
ね
に
共
同
「
行
為
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
行
為
」
概
念
と
共
同
性
へ
の
問
い
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
の
新
た
な
可

能
性
を
提
起
す
る
も
の
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
と
し
て
無
益
な
作
業
で
は
決
し

て
あ
る
ま
い
。

【
略
号
】

S
Z

= M
artin

 H
eidegger, S

ein
 u

n
d

 Z
eit, M

ax N
iem

eyer, 2001, 18. A
u

fl..

E
P

=
M

a
rtin

 H
eid

eg
g

er, E
in

leitu
n

g in
 d

ie P
h

ilosop
h

ie, V
ittorio 

K
losterm

an
n

, G
esam

tau
sgabe B

an
d 27, 1996.

B
H

=
M

artin
 H

eidegger, B
rief ü

ber den
 H

u
m

an
ism

u
s

（in
 W

egm
arken

）, 
V

ittorio K
losterm

an
n

, 1978, 2. A
u

fl..

【
凡
例
】

主
要
文
献
か
ら
の
引
用
は
、
略
号
と
カ
ン
マ
と
頁
数
で
示
す
。

そ
の
他
の
文
献
か
ら
の
引
用
は
、
適
宜
註
に
て
指
示
す
る
が
、M

artin
 H

eid
egger, 

G
esam

tau
sgabe

か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
と
頁
数
と
で
表
記
す
る
。

原
文
か
ら
の
引
用
は
「　

」
で
表
記
す
る
。

原
文
中
の
イ
タ
リ
ッ
ク
は
傍
点
で
、»　

«

は
「　

」
に
て
表
記
す
る
。

引
用
文
中
に
お
け
る
途
中
省
略
は
〔
…
〕
で
表
記
す
る
。

論
者
が
補
足
し
た
箇
所
は
〔　

〕
で
表
記
す
る
。

注①　

こ
の
問
題
提
起
は
、田
鍋
良
臣
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
行
為
論
の
本
来
的
射
程
」〔『
文
明
と

哲
学　

第
三
号
』、
日
独
文
化
研
究
所
編
、
二
〇
一
〇
年
〕
の
指
摘
に
多
く
を
負
っ
て

い
る
。

②　

G
erold P

rau
ss, 

“Heid
egger u

n
d d

ie P
rak

tisch
e P

h
ilosop

h
ie

”（in
 

H
eid

egger u
n

d
 p

ra
k

tisch
e P

h
ilosop

h
ie

）, h
ersg. von

 A
n

n
em

a
rie 

G
eth

m
an

n
-S

iefert u
n

d O
tto P

öggeler, S
u

h
rkam

p, 1988, S. 177.

③　

C
arl F

riedrich G
ethm

ann, 

“Heideggers K
onzeption des H

andelns in 

S
ein u

n
d Z

eit

”（in H
eid

egger u
n

d praktisch
e P

h
ilosoph

ie

）, h
ersg. von 

A
nnem

arie G
ethm

ann-S
iefert und O

tto P
öggeler, S

uhrkam
p, 1988, S. 143.

④　

以
下
、H

an
deln

とH
an

dlu
n

g

は
、
引
用
箇
所
以
外
で
は
、
一
貫
し
て
「
行
為
」

と
訳
出
し
て
い
る
。

⑤　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
認
識
の
対
象
と
し
て
の
事
物
で
は
な
く
、何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に

使
用
さ
れ
る
「
道
具Z

eu
g

」
と
い
う
存
在
性
格
を
、
事
物
の
存
在
性
格
の
根
源
に
位

置
付
け
る
際
に
、「
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、ま
さ
に
「
プ
ラ
グ
マ
タ
」
の
種
別
的
な
「
実

践
的
」
性
格
を
曖
昧
な
ま
ま
に
放
置
」
し
た
と
批
判
し
て
い
る
（vgl., S

Z
, 68

）。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
「「
実
践
的
」
性
格
」
が
、
そ
の
ま
ま
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
な
「
行

為
」
の
特
徴
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、事
物
を
単
な
る
観
照
の
対
象
で
は
な
く
、「
道

具
」
と
い
う
実
践
的
側
面
か
ら
考
察
す
る
点
に
は
、
い
か
な
る
意
味
で
あ
れ
、「
行
為
」

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ド
レ
イ
フ
ァ
ス

は
、
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
文
脈
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
を

理
解
し
て
い
る
（H

u
bert D

reyfu
s, 

“Heidegger

’s H
istory of th

e B
ein

g of 
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E
qu

ip
m

en
t

”（in
 H

eid
egger: A

 C
ritica

l R
ea

d
er

）, ed
ited by H

u
bert 

D
reyfu

s an
d H

arrison
 H

all, B
lackw

ell P
u

blish
ers, pp. 181-182

）。
し
か
し

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
解
釈
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
非
本
来
性
に
は
妥
当
す
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
力
点
は
本
来
的
「
行
為
」
に
あ
り
、
以
下
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う

に
、
こ
の
点
で
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
述
べ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
範
疇
に
単
純
に

回
収
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

⑥　
「
現
存
在
が
つ
ね
に
配
慮
し
て
い
る
も
の
」
と
し
て
自
ら
を
理
解
し
て
い
る
在
り
方

と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
卑
近
な
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
極
め
て
身
近
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
五
年
の
講
義
『
時
間

概
念
の
歴
史
へ
の
序
説
』
で
は
、「
ひ
と
は
そ
れ
自
身
、
人
が
行
う
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
るw

as m
an

 m
ach

t.

〔
…
〕
人
は
靴
屋
、
仕
立
屋
、
教
師
、
銀
行
員
で
あ
る
」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
（vgl., 20, 336
）。
し
た
が
っ
て
、
非
本
来
的
「
行
為
」
と
は
、
善

と
悪
と
の
区
別
に
お
け
る
悪
し
き
「
行
為
」
で
は
な
く
、現
存
在
が
自
ら
の
存
在
を
有

用
性
の
観
点
に
お
い
て
理
解
し
つ
つ
遂
行
す
る
「
行
為
」
全
般
の
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。

　
　

付
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
非
本
来
的
「
行
為
」
は
、
当
該
の
現
存
在
で
な
く
と
も
、

誰
も
が
遂
行
可
能
な
「
行
為
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
現
存
在
は

他
者
も
そ
れ
で
あ
り
う
る
も
の
、
そ
れ
で
あ
る
も
のw

as au
ch

 A
n

d
ere sein

 

kön
n

en
 u

n
d sin

d

」（20, 336

）
と
述
べ
る
の
は
、
ま
さ
に
非
本
来
的
「
行
為
」
の

他
者
と
の
代
理
可
能
性
と
い
う
性
格
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、論
理
的

に
考
え
れ
ば
、
本
来
的
「
行
為
」
は
、
他
者
と
代
理
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑦　

一
九
二
七
年
の
講
義
『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』
で
は
、日
常
的
に
は
他
者
の
現
存

在
は
「
眼
前
に
存
在
す
るvorh

an
d

en　

sein

」
と
し
て
お
り
、
他
者
に
事
物
の
存

在
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る

（vgl., 24, 421f.

）。
ま
た
、
他
者
の
現
存
在
へ
の
本
来
的
、
非
本
来
的
「
顧
慮
」
の
区

別
と
そ
の
意
味
に
関
し
て
は
、拙
論
「
死
と
共
同
存
在
」（『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研

究
所
紀
要
』、
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
、
第
九
四
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、

一
五
三‒

一
七
九
頁
〔
特
に
一
五
五‒

一
六
〇
頁
〕）
を
参
照
の
こ
と
。

⑧　

紙
幅
の
都
合
上
、「
死
」「
不
安
」「
良
心
」
に
よ
る
単
独
化
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る

事
物
と
他
者
と
の
関
係
性
の
中
断
と
回
復
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
。

「
不
安
」
と
「
良
心
」
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
他
者
と
共
同
存

在
の
問
題
」（『
倫
理
学
研
究
』、
関
西
倫
理
学
会
編
、
四
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
四
月
、

81－

92
頁
）
を
、ま
た
「
死
」
に
関
し
て
は
、拙
論 W

h
ere is D

eath
 : A

 P
aper to 

C
on

sid
er D

ea
th

 a
n

d C
om

m
u

n
ity th

rou
gh

 H
eid

egger a
n

d L
in

gis

（
“Jou

rn
al of R

itsu
m

eikan
 S

ocial S
cien

ces an
d H

u
m

an
ities

”, edited by 
In

stitu
te of H

u
m

an
ities, H

u
m

an
 an

d S
ocial S

cien
ces, R

itsu
m

eik
an

 

U
n

iversity, vol.3, M
ay 2011, pp. 161-176

）
を
参
照
の
こ
と
。

⑨　

吉
本
浩
和
氏
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「〔
…
〕「
道
具
存
在
性
」
や
「
眼
前

存
在
性
」
と
し
て
の
物
の
超
越
性
は
、最
終
的
に
は
人
間
の
超
越
性
に
帰
着
す
る
」
と

解
釈
し
、「
こ
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
人
間
の
超
越
性
の
中
に
は
解
消
さ
れ
ず
、
何
ら

か
の
意
味
で
そ
れ
を
超
越
し
た
物
の
在
り
方
は
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
」と
指
摘
し

て
い
る
（
吉
本
浩
和
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
現
代
の
思
惟
の
根
本
問
題
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
〇
一
年
、
一
一
四
頁
）。
吉
本
氏
は
、
本
稿
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
行
為
」

概
念
の
枠
組
み
で
事
物
を
検
討
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、こ
の
指
摘
は
正
鵠
を
射

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑩　

こ
の
意
味
で
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ハ
ッ
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
行
為
」

は
、
理
論
と
実
践
と
い
う
区
別
に
お
け
る
実
践
の
優
位
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

（E
rn

st T
u

gen
dh

at, D
er W

ah
rh

eitsbegriff bei H
u

sserl u
n

d
 H

eid
egger, 

W
alter de G

ru
yter&

C
o., 1967, S. 288

）。

⑪　
「
営
みT

u
n

」
と
「
行
為H

an
deln

, H
an

dlu
n

g

」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
明
確
に
区

別
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
両
者
を
同
義
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い

る
。

⑫　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
初
期
の
思
索
か
ら
、「
哲
学
」
に
よ
る
学
問
の
変
革
を
考
え

て
い
た
。
一
九
一
九
年
の
戦
時
下
緊
急
講
義
「
哲
学
の
理
念
と
世
界
観
問
題
」
で
は
、

「
学
問
の
理
念
は
、
自
ら
に
よ
っ
て
、
新
た
な
意
識
態
度
と
同
時
に
、
精
神
に
属
す
る

生
の
動
性
の
固
有
な
形
式
へ
の
移
行
を
も
た
ら
す
」（56/57, 3

）
と
し
、こ
の
主
導
的

な
役
割
を
「
原
学
」
と
し
て
の
「
哲
学
」
に
帰
し
て
い
る
（Ibid

, 3f.

）。
こ
う
し
た

「
原
学
」
と
し
て
の
「
哲
学
」
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
〇
年
の
講
義
『
現
象
学

の
根
本
問
題
』
に
お
い
て
、「
根
源
4

4

学
」（58, 2

）
と
さ
れ
、「
現
事
実
的
生
に
基
づ
く

根
源
領
域
」
を
目
指
す
学
問
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
哲
学
」
に
よ
る
学
問
の
変

革
は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
大
学
改
革
」
の
構
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。『
哲
学
入
門
』

で
は
、「
哲
学
は
、
学
問
の
根
源
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
学
問
で
は
な
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い
し
、
原
‐
学
で
も
な
い
」（E

P, 18

）
と
さ
れ
、「
哲
学
」
は
学
問
の
範
疇
か
ら
除
外

さ
れ
る
が
、そ
れ
が
「
大
学
改
革
」
を
主
導
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
。
ペ
ゲ
ラ
ー
は
、
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
大
学
改
革
」
を
、
一
九
三
〇
年
代
の

国
家
を
主
導
す
る
「
哲
学
」
と
い
う
、政
治
的
な
文
脈
に
お
い
て
の
み
理
解
し
て
い
る

（O
tto P

öggeler, N
eu

e W
ege m

it H
eid

egger, A
lber, 1992, S. 204

）。し
か
し
こ

う
し
た
理
解
で
は
、
本
来
的
「
行
為
」、「
哲
学
す
る
こ
と
」
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
学

問
的
な
動
機
を
排
除
し
て
し
ま
い
か
ね
ず
、ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
の
矮
小
化
に
繋
が
る
だ

ろ
う
。

⑬　

V
gl., M

a
rtin

 H
eid

egger, D
er U

rsp
ru

n
g d

es K
u

n
stw

erk
es

（in
 

H
olzw

ege

）, V
ittorio K

losterm
an

n
, 1980, 6. A

u
fl., S. 48. 

以
下
、
引
用
の
際

は
、U

K

と
略
記
。

⑭　

V
gl., M

artin H
eidegger, D

ie Zeit des W
eltbildes

（in H
olzw

eg

）, V
ittorio 

K
losterm

ann, 1980, 6. A
ufl., S. 81.　

以
下
、
引
用
の
際
は
、ZW

と
略
記
。

⑮　

一
九
五
三
年
の
講
演
「
学
問
と
省
察W

issen
sch

aft u
n

d B
esin

n
u

n
g

」
で
は
、

学
問
〔
＝
科
学
〕
は
、
も
は
や
人
間
の
主
体
的
な
営
み
の
成
果
で
は
な
く
、「
あ
る
別

の
も
のein

 A
n

deres

」「
一
層
巨
大
な
運
命G

esch
ick
」
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る

と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
「
あ
る
別
の
も
の
」
や
「
運
命
」
は
、「〔
…
〕
諸
学
問
〔
＝
諸

科
学
〕
自
身
に
は
隠
れ
た
ま
ま
で
あ
る
」
と
診
断
さ
れ
る
（vgl., 7, 39f.

）。

⑯　

門
脇
俊
介
『
理
由
と
空
間
の
現
象
学
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
五
八‒

一
六
六

頁
。
門
脇
氏
は
こ
の
著
書
に
お
い
て
、本
稿
で
論
じ
て
い
る
本
来
的
「
行
為
」
に
関
し

て
は
言
及
を
断
念
し
て
い
る
（
上
掲
書
、
一
六
六
頁
）。

⑰　

ereign
en

に
つ
い
て
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

に
つ
い
て
』（
渡
邊
二
郎
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
、
二
三
一‒

二
三
三

頁
）
の
渡
邊
氏
の
見
解
を
参
照
し
、
こ
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。

⑱　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
思
索
」
に
お
い
て
も
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
そ
の
も

の
」
と
人
間
と
の
あ
い
だ
に
、主
観
と
客
観
と
い
う
従
来
の
二
元
的
な
思
考
モ
デ
ル
を

設
定
し
て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
田
邉
正
俊
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
観
性
批

判
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
立
命
館
哲
学　

第
一
七
集
』、
立
命
館
大
学
哲
学
会
編
、

二
〇
〇
六
年
）。
問
題
は
、
こ
の
「
関
わ
り
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
懸
か
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

⑲　

B
ret W

. D
avis, H

eid
egger an

d
 th

e W
ill. O

n
 th

e W
ay to G

elassen
h

eit, 

N
orth

w
estern

 U
n

iversity P
ress, 2007, p. 24.　

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、「『
存
在
と
時

間
』
に
お
け
る
意
志
の
役
割
に
は
、
根
本
的
な
両
義
性fu

n
dam

en
tal am

bigu
ity

」

が
あ
る
と
み
な
し
、「
こ
の
両
義
性
に
お
い
て
予
兆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
１
９
３
０
年

代
の
最
初
の
半
期
に
お
け
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
意
志
の
受
容em

brace of th
e 

w
ill

と4

、
そ
の
後
の
十
年
間
の
後
半
期
に
お
い
て
始
ま
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
後
期

の
意
志
の
批
判critiqu

e of th
e w

ill

の
両
方

4

4

で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（Ibid., 

p. 24

）。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、「
意
志
の
批
判
」
の
傾
向
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
一
九
三
五
年
の
『
形
而
上
学
入
門
』
で
あ
り
、そ
こ
で
は
「
非
‐
意
志
的
な
存
在
さ

せ
る
こ
と
に
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、意
志
と
い
う
暴
力
を
理
解
す
る
こ
と
」
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
と
診
断
し
て
い
る
（Ibid., p. 89

）。

⑳　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
初
期
か
ら
、「
哲
学
」
と
そ
の
他
の
学
問
を
峻
別
し
て
お
り
、

後
者
を
「
個
別
学
」
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
哲
学
」
と
「
個
別
学
」
と
の
相

違
は
、前
者
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
共
通
す
る
存
在
を
問
う
学
問
で
あ
る
の
に
対
し
、

後
者
は
特
定
の
対
象
領
域
の
存
在
者
を
問
う
学
問
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る（vgl., 

56/57, 25

）。
こ
の
よ
う
に
「
個
別
学
」
は
、
存
在
で
は
な
く
、
存
在
者
を
問
題
に
す

る
と
い
う
点
で
、
そ
の
遂
行
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
述
べ
る
非
本
来
的
「
行
為
」
の
遂
行

と
な
る
だ
ろ
う
。

㉑　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
う
し
た
「
同
じ
事
象
」
へ
の
「
行
為
」
に
よ
る
「
本
来
的
な
連

帯
性
」
か
ら
、
現
存
在
同
士
の
「
友
愛
」
が
生
じ
る
と
考
え
て
い
た
。「
わ
れ
わ
れ
が

十
分
に
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
真
正
で
偉
大
な
友
愛F

reu
n

dsch
aft

は
、
一

人
の
わ
た
し
と
、
一
人
の
あ
な
た
が
、
そ
れ
ら
の
わ
た
し
‐
あ
な
た
‐
関
係
に
お
い

て
、
お
互
い
に
感
傷
的
に
見
つ
め
合
い
、
彼
ら
の
些
細
な
悩
み
に
つ
い
て
語
り
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、そ
の
な
か
に
存
す
る
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
る
共
通
の
事
象ein

e gem
ein

sam
e S

ach
e

に

対
す
る
真
正
な
情
熱L

eiden
sch

aft

の
な
か
で
生
い
立
ち
、
持
ち
こ
た
え
る
の
で
あ

る
〔
…
〕。」（E

P, 147

）
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
友
愛
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
は
少

な
い
が
、
そ
れ
は
そ
の
場
か
ぎ
り
の
言
及
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
上
記
引
用
の
通

り
、「
友
愛
」
は
、
現
存
在
と
他
者
の
現
存
在
と
の
相
対
的
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、

各
自
の
現
存
在
が
自
ら
で
、現
存
在
の
存
在
や
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
い
う
同
一
の
事

態
を
問
う
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、そ
の
議
論
方
向
は
一
貫
し
て
い
る
と

い
え
る
。
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㉒　

一
九
二
二
年
六
月
二
七
日
付
け
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
へ
の
書
簡
に
お
い
て
、ハ
イ
デ
ガ
ー

は
「
学
的
人
間
」
の
「
闘
争
共
同
体
」
に
触
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヤ
ス
パ
ー
ス

に
「
原
理
的
な
学
的
研
究
と
し
て
の
哲
学
と
そ
の
諸
可
能
性
に
真
剣
と
な
る
」
こ
と
を

提
唱
し
、
そ
れ
が
「
自
ら
の
「
外
的
」
お
よ
び
内
的
実
存
を
、
成
果
や
結
末
を
自
分
で

は
ま
だ
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
た
め
に
賭
け
る
と
い
う
危
険
」を
選
ぶ
こ
と
だ

と
す
る
（vgl., M

artin
 H

eid
egger/

K
arl Jaspers B

riefw
ech

sel 1920-1963, 

h
rsg. von

 W
alter B

iem
el u

n
d H

an
s S

an
er, V

ittorio K
losterm

an
n

, 1990, 
S

. 28

）。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
こ
う
し
た
事
柄
を
青
年
に
対
し
て

―
そ
う

し
た
事
柄
を
ま
ず
も
っ
て
形
成
し
つ
つ

―
率
先
的
に
教
示
し
つ
つ
生
きvorleben

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
強
く
主
張
し
つ
つ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
あ
い
だ
に
、
真
剣
に

「
哲
学
」
を
研
究
す
る
「
学
的
人
間
」
の
「
闘
争
共
同
体
」
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ

る
（Ibid., 28f.

）。
こ
う
し
た
言
及
を
み
る
と
、ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
初
期
の
頃
か
ら
、

他
者
と
の
共
同
性
に
、「
哲
学
」
の
遂
行
と
「
闘
争
」
と
い
う
性
格
を
付
与
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
本
稿
の
論
旨
か
ら
い
え
ば
、
本
来
的
「
行
為
」
の
共
遂
行

は
、
必
然
的
に
他
者
と
の
「
闘
争
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
本
学
大
学
院
研
究
生
）


