
了
解
は
解
釈
に
先
行
し
、
了
解
の
完
成
が
解
釈
だ
と
す
る
了
解
に
お
け
る
循
環
は
、「
現

存
在
の
実
存
論
的
体
制
」
の
う
ち
に
根
づ
く
（SZ，

１５３

）。
そ
れ
ゆ
え
、
実
存
論
的
分
析

論
に
お
い
て
は
、
証
明
に
お
け
る
循
環
は
不
可
避
で
あ
り
、
肝
心
な
こ
と
は
、
循
環
か
ら
抜

け
出
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
根
源
的
、
全
体
的
に
こ
の
循
環
の
中
に
入
り
込
む
こ
と

だ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
説
い
て
い
た
（３１５

）。
こ
の
姿
勢
は
、
公
共
性
と
開
示
性
を
め
ぐ
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
考
察
に
も
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
、「
世
人
」
が

あ
ら
ゆ
る
判
断
や
決
断
の
基
準
で
あ
る
「
公
共
性Ö

ffentlichkeit
」「
公
共
的
解
釈
成
果

die
öffentliche

A
usgelegtheit

」（１６９
，
１７４
，
１８７
，
２７３

）
を
予
め
決
定
し
て
く
れ
て
い

る
お
か
げ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
誰
一
人
と
し
て
、
公
共
性
の
実
相
お
よ
び
そ
の
決
定
の
当
事
者

と
し
て
個
人
的
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
公
共
性
に
対
す
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、
そ
の
後
も
堅
持
さ
れ
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
は
、
公
共
性

が
掲
げ
る
世
界
市
民
的
精
神
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
精
神
に
依
拠
す
る

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
歴
史
的
思
索
が
高
く
評
価
さ
れ
る
（W

M
，
３３９

）。
空
談
と
公
共
的
解
釈

成
果
に
よ
っ
て
、
現
存
在
は
、
自
ら
の
存
在
基
盤
を
見
失
い
、
世
人
の
う
ち
に
お
の
れ
を
喪

失
す
る
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
（SZ，

１７７

）
と
す
る
主
張
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
論
と
も
相
ま
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
了
解
が
、
反
民
主
主
義
的
性
格
を
も
つ

証
だ
と
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
了
解
に
定
位
す
る
存
在
の
「
思
索
」
を
「
行
為
」

と
捉
え
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
自
己
は
、
大
衆
的
な
も
の
、
日
常
的
な
も
の
、
さ

ら
に
は
本
来
的
形
態
の
共
同
性
に
背
を
向
け
、
ひ
た
す
ら
存
在
へ
の
感
謝
を
表
す
思
索
へ
と

向
か
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
論
で
は
、
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
を
内
在

的
に
検
討
し
つ
つ
、
不
安
感
、
閉
塞
感
が
広
が
る
中
、
市
場
原
理
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ

ム
と
共
同
体
の
揺
ら
ぎ
の
中
で
共
同
体
の
新
た
な
統
合
原
理
を
模
索
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
が
相
補
性
体
系
を
な
し
て
、
均
質
化
・
同
質
化
を
強
め
つ
つ
あ
る
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
存
在
論
が
持
ち
う
る
別
様
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

一

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
評
価
の
意
味
―
根
源
へ
の
志
向
―

周
知
の
よ
う
に
「
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
」
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
不
信
と
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
一
定
の
評
価
を
表
明
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
だ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
農
業
か

ら
産
業
へ
と
経
済
基
盤
が
移
行
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
当
時
の
ド
イ

ツ
の
人
口
の
約
半
分
が
、
職
を
求
め
て
生
ま
れ
故
郷
を
去
り
産
業
の
新
し
い
中
心
地
に
移
住

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
過
程
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
古
い
社
会
経
済
構
造
、

制
度
、
人
間
関
係
、
生
活
様
式
、
自
然
環
境
を
急
速
に
変
容
さ
せ
て
い
く
。『
哲
学
へ
の
寄

与
』
お
よ
び
『
放
下
』
に
お
け
る
以
下
の
表
現
は
、
こ
の
急
速
な
変
容
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど

の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い

（
倫
理
学
・
哲
学
研
究
室
）
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人
々
が
再
び
目
標
を
見
出
し
た
と
信
じ
て
い
る
と
こ
ろ
、
再
び
「
幸
せ
で
」
あ
る
と
こ
ろ
、

ま
た
、（
映
画
や
海
水
浴
と
い
う
）
こ
れ
ま
で
は
「
大
衆
」
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
「
文

化
財
」
が
全
「
国
民
」
に
等
し
く
接
近
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
と

こ
ろ
で
は
、
人
々
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
の
「
体
験
」
中
毒
に
お
い
て
、
最
大
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、

す
な
わ
ち
、
人
間
の
目
標
喪
失
性
に
対
す
る
組
織
化
さ
れ
た
眼
差
し
の
閉
鎖
、
目
標
を
設

定
す
る
全
て
の
決
断
か
ら
の
「
身
構
え
た
」
逃
避
、
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
決
断
領
域
お
よ

び
そ
の
開
示
に
対
す
る
不
安
と
い
っ
た
も
の
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
証
明
�
こ
の
不
安
を

か
き
消
す
叫
び
へ
の
巨
大
な
設
備
。「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
本
質
的
な
特
徴
は
、
教
会
や
修

道
院
が
破
壊
さ
れ
、
人
間
が
圧
殺
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ら
が
依
然
と
し
て
残
り
、

「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
そ
の
道
を
歩
ん
で
い
け
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
、
決
定
的
な
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
黙
認
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ

ま
り
、
た
と
え
個
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
ど
ん
な
に
尊
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、「
摂
理
」

や
「
主
な
る
神
」
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
言
説
は
、
存
在
な
い
し
は
非
存
在
に
関
す
る
決

定
領
域
と
し
て
承
認
も
し
な
い
し
、
妥
当
性
へ
と
も
た
ら
そ
う
と
も
欲
し
な
い
領
域
で
の

逃
げ
道
で
あ
り
困
窮
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
な
い
し
は
知
る

こ
と
を
望
ん
で
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（B

P，
１３９

）

多
数
の
ド
イ
ツ
人
は
、
彼
ら
の
故
郷
を
失
い
ま
し
た
、
彼
ら
の
村
や
町
を
離
れ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
、
彼
ら
は
故
郷
の
土
地
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
た
ち
で
あ
り
ま
す
。
故
郷
を

失
わ
ず
に
す
ん
だ
他
の
無
数
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
故
郷
を
立
ち
退
き
、

大
都
会
の
歯
車
装
置
の
よ
う
な
激
し
い
機
械
的
繁
忙
の
う
ち
に
入
り
込
み
、
工
業
地
域
の

広
野
の
内
に
移
住
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
彼
ら
は
古
き
故
郷
か
ら
疎

外
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
故
郷
に
留
ま
っ
て
い
る
人
た
ち
は
、
ど
う
で
あ
り

ま
し
ょ
う
か
。
彼
ら
は
し
ば
し
ば
、
故
郷
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
た
ち
よ
り
も
、
も
っ
と
甚

だ
し
く
故
郷
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。（G

L，
１５

）

初
期
か
ら
一
貫
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
平
均
的
日
常
性
へ
の
批
判
や
科
学
技
術
概
念
に
は
、

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
の
中
か
ら
登
場
し
て
き
た
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
下
の
現
実
を
克
服
し

て
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
使
命
を
真
に
「
反
復
」
し
よ
う
、
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
理
念
が

内
包
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
理
念＝

啓
蒙
批
判
と
実
存
論
的
分
析

と
の
循
環
構
造
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
ナ
チ
ズ
ム
運
動
と
の
関
係
に
も
影
を
お
と
す
こ
と

に
な
る
１
。
そ
の
経
緯
を
少
し
く
跡
づ
け
て
み
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
平
均
的
日
常
性
に
お
け
る
世
人
の
相
互
存
在
は
、
他
者
を
〈
勘

定
し
て
〉
い
な
が
ら
も
真
剣
に
〈
彼
ら
を
当
て
に
し
て
い
る
〉
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
彼

ら
と
〈
関
係
を
持
と
う
〉
と
さ
え
も
し
て
い
な
い
。
概
し
て
、
平
均
化
さ
れ
た
常
識
の
枠
内

で
語
ら
れ
る
こ
と
と
語
ら
れ
る
事
象
そ
の
も
の
の
原
初
的
在
り
よ
う
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
語
り
は
広
範
囲
に
語
り
広
め
ら
れ
る
こ
と
で
、「
み
ん
な
が
言
っ
て

る
か
ら
き
っ
と
そ
う
に
違
い
な
い
」
と
し
て
固
定
化
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
「
す
で
に
最
初

か
ら
地
盤
の
う
え
に
生
え
ぬ
い
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
そ
う
し
た
語
り
ま
ね
と
語
り
広

め
に
よ
っ
て
完
全
に
地
盤
を
失
う
ま
で
に
至
る
」（SZ，

１６８

）。
こ
う
し
て
成
立
し
た
空
談
・

公
共
的
解
釈
成
果
は
、「
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
」（１７０

）
了
解
内
容
で
は
あ
る
が
、
世
人
の

情
態
性
や
世
界
の
見
方
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
根
こ
そ
ぎ
」
状
態
で
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
人
の
存
在
が
〈
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
〉、
空
漠
た
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
生
は
当
人
に
は
充
実
し
た
も
の
と
し
て
感

得
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
見
掛
け
上
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
平
均
的
な
解

釈
成
果
が
自
明
で
確
信
に
満
ち
た
も
の
と
い
う
外
観
を
と
れ
る
の
は
、
世
人
に
と
っ
て
「
深

ま
り
ゆ
く
無
地
盤
性
の
方
へ
吹
き
流
さ
れ
よ
う
と
す
る
あ
の
無
地
盤
性
の
不
気
味
さ
」

（１７０
）
が
蔽
わ
れ
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
世
人
が
、
実
は

「
不
安
」
と
い
う
根
本
的
状
態
性
に
貫
か
れ
て
い
る
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
日
常
性
分
析

は
、
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
問
題
に
し

て
い
た
資
本
主
義
と
産
業
科
学
技
術
の
登
場
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
近
代
人
の
「
離
人

寿
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症
」
的
傾
向
と
の
対
峙
と
相
呼
応
し
て
い
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
利
益
を
最
大
化
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
物
を
支
配
し
よ
う
と
い
う
近
代
の
ホ
モ
・
エ
コ
ノ

ミ
ク
ス
の
衝
動
は
、
神
が
逃
げ
去
っ
た
世
界
に
お
け
る
不
安
と
意
味
喪
失
を
縮
減
し
よ
う
と

い
う
望
み
の
無
い
企
て
」
に
他
な
ら
な
い
。
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
と

い
う
現
代
の
産
業
〈
民
主
主
義
〉
の
文
脈
内
で
社
会
秩
序
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
一
切
の
政

治
的
企
て
は
、
そ
の
生
活
の
精
神
的
空
虚
さ
を
暴
露
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
無
意
味
な
試
み
だ

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
（Zim

m
erm

an，
２４

f．

）。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
日
々
の
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
身
辺
の
雑
事
や
仕
事
へ
の
配
慮
的
気
遣
い
に
自
己
を
散

逸
さ
せ
て
い
る
事
態
か
ら
、
自
己
反
照
に
よ
っ
て
、
散
逸
し
た
自
己
を
取
り
集
め
て
く
る

zusam
m

enholen

こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
と
言
え
る
。

自
己
散
逸
と
い
う
自
己
の
無
常
性
・
非
固
定
性
に
対
す
る
自
己
の
覚
悟
性
は
、
そ
れ
自
身

に
お
い
て
、
伸
び
拡
げ
ら
れ
た
恒
常
性
・
固
定
性
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
に
お
い
て
こ
そ

現
存
在
は
宿
命
と
し
て
、
生
誕
と
死
と
そ
れ
ら
の
『
間
』
と
を
彼
の
実
存
の
な
か
に
『
組

み
入
れ
て
』
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
常
住
不
変
性
に
お
い
て
こ
そ
彼
は
、

彼
の
そ
の
つ
ど
の
状
況
の
世
界－

歴
史
的
な
る
も
の
に
対
し
て
瞬
視
的
に
存
在
す
る
の
で

あ
る
。（SZ，

３９０
f．

）

し
か
し
、
個
人
の
決
断
に
よ
る
離
人
症
的
事
態
か
ら
の
脱
出
と
い
う
こ
の
構
図
は
、
次
第

に
放
棄
さ
れ
る
。
科
学
技
術
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
現
代
人
の
無
根
化
と
い
う
事
態
に

対
し
、「
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
」
の
対
談
で
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

私
は
月
か
ら
地
球
を
撮
影
し
た
写
真
を
見
た
と
き
び
っ
く
り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
人
間

を
無
根
に
す
る
た
め
に
別
に
原
子
爆
弾
な
ど
い
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
無
根
化
は
す
で
に
存

在
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
我
々
は
辛
う
じ
て
た
だ
全
く
技
術
的
な
諸
関
係
だ
け
を
持
っ

て
い
ま
す
。
今
日
人
間
が
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
も
は
や
大
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（SP，
９８

�
二
一
頁
）

こ
の
無
根
化
、
地
盤
喪
失
は
、
な
ん
ら
か
の
外
的
事
情
や
人
々
の
生
活
形
態
の
表
面
的
な

変
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
土
着
性
の
喪
失
は
、
計
画
と
計
算
、
組

織
と
自
動
作
業
と
い
う
鉗
子
に
は
さ
ま
れ
た
我
々
の
時
代
の
精
神
に
由
来
す
る
の
で
あ
る

（G
L，
１６

）。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
況
の
変
革
に
哲
学
は
い
か
な
る
寄
与
を
な
し

得
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
哲
学
と
は
、「
直
接
に
は
役
に
立
た
な
い
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
熟
慮
に
基
づ
く
支
配
す
る
知
」（B

P，
４３

）
で
あ
る
。
役
に
立
た
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
配
・
統
治
す
る
知
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
規
定

に
つ
い
て
ペ
ー
ゲ
ラ
ー
の
解
釈
を
聴
こ
う
。

哲
学
は
「
支
配
的
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
哲
学
は
諸
々
の
元
初
へ
と
遡
源
し
、
よ
り

後
な
る
も
の
、
頽
落
せ
る
も
の
に
対
し
て
元
初
に
し
て
自
由
な
も
の
と
い
う
よ
り
高
い
位

階
を
守
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
こ
の
支
配
的
な
も
の
は
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ

ー
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
と
い
っ
た
挫
折
し
た
人
々
の
下
で

見
い
だ
さ
れ
る
。
哲
学
は
同
時
に
役
に
立
た
な
い
、
つ
ま
り
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
三
三

年
に
は
い
ぜ
ん
と
し
て
こ
れ
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
）
歴
史
的
自
己
主
張
に
直
接
的
に
貢

献
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
は
、
当
時
世
界
支
配
の
た
め
に
軍

備
を
整
え
、
ま
さ
に
熟
慮
で
は
な
く
、
全
体
主
義
的
な
世
界
観
と
全
体
主
義
的
な
政
治
の

疑
念
の
な
さ
を
追
い
求
め
て
い
た
国
家
社
会
主
義
と
は
対
立
し
抵
抗
す
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
は
、
次
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
使
命
の
規
定
に
お
い

て
は
国
家
社
会
主
義
の
「
比
類
の
な
さ
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

そ
の
使
命
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
な
科
学
技
術
を
媒
介
に
脱
根
化

E
ntw

urzelung

と
し
て
顕
現
す
る
押
し
寄
せ
る
近
代
性
に
そ
の
歴
史
的
時
間
の
高
み
に

（３）２４８

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



お
い
て
出
会
い
、
存
在
者
を
す
べ
て
技
術
的
に
急
ぎ
足
で
経
験
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
克

服
す
る
こ
と
で
あ
る
。（Pöggeler，

４７

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
ナ
チ
ズ
ム
の
〈
比
類
な
さ
〉
と
は
、
決
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ナ
チ
ズ

ム
そ
れ
自
体
を
価
値
高
き
も
の
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
ペ
ー
ゲ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ナ
チ
ズ
ム
が
近
代
の
「
総
駆
り
立
て
体
制

G
estell

」
を
最
も
端
的
に
顕
現
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
着
目
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ナ
チ
ズ
ム
は
、〈
血
と
地
〉
と
い
う
そ
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ

科
学
技
術
に
依
拠
し
て
土
着
性
の
剥
奪
を
強
固
に
推
進
し
た
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
総
長
退
任
以
降
、
科
学
技
術
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と

が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
哲
学
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
少
し
く
跡
づ
け
て
お

こ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
接
近
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
の
な
か
で
最
も
顕
著

に
な
る
一
九
三
三
年
の
『
学
長
就
任
講
演
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
を
ま
ず
確
認
し

て
お
こ
う
。
歴
史
性
の
基
礎
づ
け
を
目
指
し
て
い
た
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
現
存
在
分

析
を
規
定
す
る
状
態
性
は
、
愛
や
希
望
で
は
な
く
、
不
安
・
逃
避
・
気
が
か
り
で
あ
り
、

「
神
々
が
退
場
し
、
根
拠
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
不
安
に
囚
わ
れ
た
時
代
と
し
て
の
近
代
の
実

存
的
危
急
」
が
そ
の
基
本
的
ト
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
こ
の
作
品
も
、「
そ
の
帰
属
す
る
時
代

の
表
現
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
本
的
ト
ー
ン
は
、『
学
長
就
任
講
演
』
を
も
規
定
し
、
こ
の

状
態
性
か
ら
の
脱
出
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
フ
ィ
エ
タ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
講
演
に
お
い

て
「
支
配
的
な
も
の
は
、
暴
力
的
な
新
た
な
始
ま
り
と
い
う
パ
ト
ス
で
あ
り
、
自
己
の
属
す

る
時
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
、
隠
さ
れ
て
は
い
て
も
既
に
同
時
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
洞

察
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
三
三
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
国
家
社
会
主
義
が
望
ん
で
い
る
政
治

的
切
り
開
き
が
何
ら
現
実
的
な
新
た
な
始
ま
り
で
は
な
く
、
逆
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
粗
野
な

出
現
形
式
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
の
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
可
能
に

し
た
近
代
に
つ
い
て
の
歴
史
哲
学
は
い
ま
だ
自
由
に
使
い
こ
な
せ
な
か
っ
た
」（V

ietta，

１８

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
知
に
お
け
る
新
た
な
始
ま
り
に
つ
い

て
の
自
分
の
理
念
が
、
国
家
社
会
主
義
と
は
何
ら
共
有
す
る
も
の
が
な
い
と
い
う
洞
察
へ
と

い
か
に
し
て
到
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
転
回
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
国
家
社
会

主
義
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
問
題
性
を
見
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
国
家
社
会

主
義
批
判
は
、「
知
の
理
論
の
地
平
」（２１

）
で
遂
行
さ
れ
、「『
数
学
的
な
も
の
の
支
配
』
お

よ
び
体
系
思
索
は
、『
わ
れ
わ
れ
に
今
日
ま
で
不
明
な
根
拠
に
基
づ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
現
存

在
』
の
変
容
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
変
容
に
、
し
か
も
中
心
的
に
帰
属
す
る
の
が
、
了
解
す

る
『
主
体
』、
デ
カ
ル
ト
の
『
コ
ギ
ト
』
へ
の
知
の
集
中
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
体

は
、
自
ら
の
悟
性
を
計
算
す
る
学
問
の
道
具ein

rechnendes
W

issenschaftsinstrum
ent

と
し
て
把
握
す
る
」（２５

）
と
い
う
事
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
一
九
三
八
年
の
『
世
界
像

の
時
代
』
は
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

近
代
の
根
本
経
過
は
、
世
界
を
像
と
し
て
征
服
す
る
こ
と
で
あ
る
。
像
と
い
う
語
は
今
や
、

表
象
し
つ
つ
制
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
全
体
を
意
味
す
る
。
こ
の
形

づ
く
ら
れ
た
も
の
全
体
の
な
か
で
人
間
は
、
一
切
の
存
在
者
に
尺
度
を
与
え
墨
縄
を
張
る

存
在
者
で
あ
り
う
る
立
場
を
求
め
て
闘
う
。
こ
の
立
場
は
世
界
観
と
し
て
自
ら
を
確
保
し
、

自
ら
を
組
織
し
、
自
ら
を
表
明
す
る
が
故
に
、
存
在
者
へ
の
近
代
的
な
関
わ
り
合
い
は
そ

の
決
定
的
な
展
開
に
お
い
て
、
諸
々
の
世
界
観
の
対
決
、
し
か
も
任
意
の
諸
世
界
観
の
対

決
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
、
人
間
の
最
も
極
端
な
根
本
の
諸
立
場
を
す
で
に
究
極
の
決
定

性
で
も
っ
て
入
手
し
て
い
る
諸
世
界
観
の
対
決
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
諸
々
の
世

界
観
の
こ
の
闘
い
の
た
め
に
、
ま
た
、
こ
の
闘
い
の
意
味
に
応
じ
て
、
一
切
の
事
物
を
算

定
し
、
計
画
し
、
飼
育
す
る
無
制
限
な
力
を
賭
け
る
。
探
求
と
し
て
の
学
は
、
こ
の
よ
う

な
世
界
の
中
に
居
を
構
え
る
こ
と
に
と
っ
て
は
不
可
欠
な
一
形
式
で
あ
り
、
近
代
が
自
ら

の
本
質
充
実
の
、
関
与
者
に
と
っ
て
も
知
ら
れ
て
い
な
い
速
度
で
も
っ
て
、
そ
の
上
を
驀

進
す
る
諸
軌
道
の
一
つ
で
あ
る
。
諸
世
界
観
の
こ
の
闘
い
と
共
に
、
近
代
は
初
め
て
自
ら

寿

卓

三
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の
歴
史
の
決
定
的
な
、
察
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
永
続
き
し
得
る
で
あ
ろ
う
時
期
に
踏
み
入

る
の
で
あ
る
。（H

W
，
８７

）

フ
ィ
エ
タ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
世
界
観
が
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
問
わ
れ

評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
る
世
界
の
支
配
獲
得
と
い
う
過
程
の
進
行
に
お
い
て
、

そ
れ
が
果
た
す
機
能
に
関
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う

（V
ietta，

２９

）。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
明
確
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
三
八
年
段
階
で

は
、『
学
長
就
任
講
演
』
に
対
す
る
自
己
批
判
的
発
言
も
可
能
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

『
世
界
像
の
時
代
』
を
出
版
す
る
と
き
に
は
削
除
さ
れ
た
が
、
講
演
に
お
い
て
は
捕
逸
４
と

し
て
含
ま
れ
て
い
た
手
稿
を
フ
ィ
エ
タ
の
著
作
か
ら
引
用
し
よ
う
。

こ
こ
で
遂
行
さ
れ
る
学
へ
の
反
省
は
、「
ド
イ
ツ
大
学
の
自
己
主
張
」（
一
九
三
三
）
が
語

り
要
求
す
る
こ
と
に
「
矛
盾
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
か
の
講
演
は
、
学
の

本
質
を
よ
り
根
元
的
な
知
の
中
か
ら
発
源
さ
せ
る
た
め
に
、「
近
代
」
お
よ
び
「
あ
ま
り

に
も
今
日
的
な
学
」
を
学
的
に
飛
び
越
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

知
は
、
し
か
し
、
西
洋
的
思
索
の
始
ま
り
と
の
対
決
に
お
い
て
、
そ
し
て
、
こ
の
西
洋
的

思
索
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
そ
し
て
終
わ
り
と
し
て
措
定
さ
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
の
問
い
を
真

剣
に
受
け
取
る
中
で
の
み
、
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
か
の
講
演
は
、
近
代
的
学
の
本
質
、
つ

ま
り
デ
カ
ル
ト
に
は
入
り
込
ま
な
い
。
し
か
し
、
か
の
講
演
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
「
自

己
省
察
」
が
遂
行
さ
れ
た
「
形
而
上
学
的
」
根
本
立
場
は
、
そ
こ
か
ら
「
近
代
的
学
」
へ

の
当
面
の
省
察
が
遂
行
さ
れ
る
の
と
同
一
の
立
場
で
あ
る
。
か
の
講
演
に
お
い
て
は
、
再

び
、
知
に
な
る
将
来
の
学
が
思
念
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
講
演
で
は
、
学
の
知
を
解
消
し
、

こ
の
喪
失
の
場
所
に
、「
世
界
観
」
を
登
場
さ
せ
、
こ
の
世
界
観
か
ら
そ
の
活
動
へ
の
衝

撃
力
を
受
け
取
る
、
明
ら
か
に
ま
だ
長
き
に
わ
た
っ
て
「
現
在
的
で
あ
る
」
学
が
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
的
学
に
と
っ
て
も
ま
た
、
か
の
講
演
で
語
ら
れ
た
命
題
、
つ

ま
り
、「
一
切
の
学
は
、
彼
ら
が
そ
れ
を
望
む
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
哲
学
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
は
、
妥
当
す
る
。
近
代
的
学
は
、
彼
ら
が
哲
学
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
哲
学
な
の
で
あ
る
。（３２

）

一
九
三
八
の
時
点
か
ら
振
り
返
る
な
ら
ば
、
一
九
三
三
年
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
古
代

の
思
索
の
諸
々
の
始
ま
り
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
全
過
程
を
飛
び
越
え
て
、

現
代
に
お
い
て
も
新
た
な
始
ま
り
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
の
革
新
の
希
望
は
、
そ
れ
が
誰
な
の
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

「
指
導
者
」
と
短
絡
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
総
じ
て
、
彼
は
当
時
、
近

代
の
存
在
歴
史
を
過
小
評
価
し
て
い
た
」（３３

）
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
が

可
能
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
八
年
段
階
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
物
象
化
か
ら
も
、

体
系
か
ら
も
自
由
な
『
将
来
的
な
』
知
の
形
態
へ
の
希
望
と
手
を
切
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
自
己
省
察
は
、
精
神
の
別
様
な
形
式
を
指
導
者
や
国
家
社
会
主
義
の
運
動
と

短
絡
的
に
誤
っ
て
同
一
化
す
る
こ
と
と
は
手
を
切
っ
て
い
た
」（３３

）
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ィ
エ
タ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
九
三
八
年
の
講
演
で
は
、「『
学
者

W
issenschftler

』
は
、
自
発
的
に
必
然
的
に
労
働
者
お
よ
び
兵
士
の
本
質
形
態
と
い
う
周

辺
地
域
へ
と
押
し
進
む
」
と
な
っ
て
い
た
文
章
が
、
一
九
五
〇
年
に
は
、「
探
究
者
は
本
質

的
な
意
味
で
の
技
術
家
の
本
質
形
態
と
い
う
周
辺
地
域
に
自
発
的
に
必
然
的
に
押
し
進
む
」

と
変
容
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
間
に
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
が
技
術
批
判
へ
と
移
行
」
し
た

こ
と
を
伺
わ
せ
る
（３５

f．

）。
実
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
、
増
大
す
る
主
体

性
、「
力
へ
の
意
志
」、
人
間
の
惑
星
的
支
配
要
求
の
歴
史
と
い
う
意
味
で
の
近
代
的
形
而
上

学
の
歴
史
と
い
う
文
脈
で
捉
え
、
そ
れ
を
「
存
在
か
ら
の
見
放
しSeinsverlassenheit

」

「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
（４５

）。
つ
ま
り
、「
ニ
ー
チ
ェ
と
共

に
、
し
か
し
、
彼
を
越
え
て
」、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
飛
躍
的
に
発
展
し
た
近
代
の
技
術
を
伴

う
国
家
社
会
主
義
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
世
界
戦
争
に
お
い
て
、「
力
へ
の
意
志
」
と
い
う

（５）２４６

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



近
代
的
支
配
思
考
と
近
代
的
形
而
上
学
が
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
く
姿
を
読
み
と
っ
て

い
た
の
で
あ
る
（６７

f．

）。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
実
体
は
、
単
に
戦
争
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
技
術
的
経
済
的
な
世
界
搾
取
と
い
う
近
代
化
の
過
程
の
貫
徹
に
よ
っ
て
、
主
客
の
区

別
そ
の
も
の
を
無
意
味
化
し
、
存
在
了
解
の
平
板
化
を
も
た
ら
す
総
動
員
体
制
の
徹
底
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
全
面
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
お
よ
び
完
全
な
「
存
在
か
ら
の

見
放
し
」
と
い
う
時
代
の
真
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
開
示
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
国
家
社

会
主
義
の
「
真
理
と
偉
大
さ
」
の
内
実
２
な
の
で
あ
る
（９２

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
三
〇
年
代
中
期
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
現
前
・
諸
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
・

主
体
・
素
材
と
退
化
し
て
い
く
物
象
化
的
存
在
理
解
は
、
ナ
チ
ズ
ム
を
も
そ
の
一
つ
の
典
型

と
す
る
よ
う
な
近
代
の
科
学
技
術
に
お
い
て
そ
の
極
点
に
達
す
る
と
い
う
認
識
に
到
達
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
近
代
科
学
の
〈
客
観
主
義
〉
な
る
も
の
は
、
利
害
関
心
か
ら
自

由
に
非
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
見
地
か
ら
事
物
の
開
示
を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
研
究

対
象
を
支
配
し
有
効
利
用
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
共
産
主
義

と
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
間
に
相
違
は
な
い
。

聞
く
耳
を
持
つ
者
、
す
な
わ
ち
歴
史
の
形
而
上
学
的
な
根
拠
と
深
淵
と
を
洞
察
し
、
な
お

か
つ
形
而
上
学
的
な
も
の
と
し
て
真
剣
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
者
、
こ
の
者
は
既
に

二
〇
年
前
に
「
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
は
ソ
ビ
エ
ト
権
力
＋
電
力
で
あ
る
」
と
い
う
レ
ー

ニ
ン
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
発
言

は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
は
党
の
無
制
限
な
権
力

と
完
全
な
技
術
化
と
の
「
有
機
的
な
」、
つ
ま
り
組
織
化
さ
れ
（
＋
と
し
て
）
計
算
さ
れ

た
結
合
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
。（PA，

１２７

）

「
共
産
主
義
」
を
た
だ
「
党
派
」
と
し
て
或
い
は
「
世
界
観
」〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
と
し

て
し
か
受
け
取
ら
ぬ
者
は
、「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
標
題
に
お
い
て
た
だ
し
か
も

侮
蔑
的
に
あ
る
一
つ
の
特
殊
な
生
活
様
式
し
か
考
え
て
い
な
い
人
々
と
同
様
な
仕
方
で
、

短
絡
的
に
考
え
て
い
る
。
そ
の
内
へ
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ま
す
ま
す
明
瞭
に
押
し

込
め
ら
れ
て
い
る
危
険
は
、
お
そ
ら
く
次
の
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
の
点
と
は
、

す
べ
て
に
先
立
っ
て
こ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
索
が
、
―
か
つ
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

偉
大
さ
で
あ
っ
た
も
の
が
―
、
現
れ
始
め
つ
つ
あ
る
世
界
の
宿
命
の
本
質
の
進
行
の
背
後

に
逆
戻
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
世
界
の
宿
命
は
そ

の
本
質
由
来
の
根
本
的
諸
動
向
に
お
い
て
い
ぜ
ん
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
限
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。（W

M
，
３４１

）

存
在
了
解
の
有
り
様
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
限
定
さ
れ
る
」、
つ
ま
り
、
形
而
上
学
的
由

来
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
し
て
、
現
代
は
科
学
技
術
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
に
よ
っ
て
制
御
可
能
な
範
囲
を
超
越
し
て
い
る
。
科
学
技
術
時
代
に
お
け
る
人
間
は
、

産
業
社
会
に
寄
生
す
る
存
在
で
あ
り
、〈
も
っ
と
も
重
要
な
原
料
〉
に
す
ぎ
な
い
。
で
は
、

こ
の
よ
う
な
人
間
の
本
質
的
な
故
郷
喪
失
性
と
い
う
事
態
に
直
面
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い

か
な
る
世
界
了
解
・
存
在
了
解
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
事
物
と
の
適
切
な
応

答
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
以
前
、
形
而
上
学
の
成
立
以
前
に
お
け
る
存
在
と
の
出

会
い
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
志
向
す
る
。
生
産
主
義
的
形
而
上
学
に
立
脚
す
る
〈
自
然
主
義
的
〉

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム＝

人
間
中
心
主
義
に
対
し
て
、〈
よ
り
高
次
の
〉
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
別

様
の
始
ま
り
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
地
の
隠
さ
れ
た
法
則
は
、
す
べ
て
の
事
物
が
可
能
な
も
の
―
各
事
物
が
知
ら
ず
に
従
っ

て
い
る
可
能
な
も
の
―
の
指
定
さ
れ
た
領
域
の
中
で
満
足
し
て
誕
生
し
て
は
死
ん
で
い
く

と
い
う
慎
ま
し
さ
の
中
に
、
こ
の
大
地
を
保
っ
て
い
る
。
白
樺
は
自
ら
の
可
能
な
も
の
の

境
界
線
を
越
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
蜜
蜂
の
群
れ
は
自
ら
の
可
能
な
も
の
の
中
に
住

ん
で
い
る
。
唯
一
、
意
志
の
み
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
技
術
の
中
に
居
座
っ
て
、
大
地

寿

卓

三

（６）２４５



を
揺
さ
ぶ
り
、
大
き
な
疲
労
の
中
に
、
摩
耗
の
中
に
、
人
工
的
な
も
の
の
変
化
の
中
に
大

地
を
ま
き
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
意
志
は
大
地
を
大
地
自
ら
の
可
能
な
も
の
―
意
志
の

周
囲
で
展
開
し
て
き
た
が
ま
ま
の
可
能
な
も
の
―
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
も
は
や
可
能
で
は
な

い
も
の
、
従
っ
て
不
可
能
な
も
の
の
中
に
大
地
を
駆
り
立
て
て
い
く
の
で
あ
る
。（V

A，

９

）
『
存
在
と
時
間
』
以
後
、
主
体
主
義
や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
残
滓
と
格
闘
し
て
い
く

過
程
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
開
示
性O

ffenheit

」
と
い
う
形
で
の
「
存
在
」
と
の
関
係
の

回
復
に
腐
心
す
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
「
転
回
」
に
よ
っ
て
、

思
索
の
働
き
と
意
志
の
働
き
と
を
対
置
し
、
意
志
の
支
配
、
そ
し
て
そ
の
極
点
と
し
て
の
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
支
配
が
結
局
人
間
の
生
を
破
壊
す
る
と
い
う
立
場
を
採
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
以
後
、
非
本
来
性
の
問
題
は
、
平
均
的
日
常
性
に
お
け
る
頽
落
の
問
題
で
は

な
く
、
恒
常
的
現
前
性
に
依
拠
す
る
伝
統
的
形
而
上
学
の
問
題
へ
と
大
き
く
変
容
す
る
。
そ

の
際
、
本
来
的
自
己
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
に
も
重
要
な
変
容
が
生
ず
る
こ
と
に
な

る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
本
来
的
自
己
が
、
世
人
の
「
空
談G

erede

」
と
対
抗
す

る
の
に
対
し
、
思
索
者
と
し
て
の
本
来
的
自
己
が
対
抗
す
る
の
は
、
意
志
の
支
配
、
そ
の
極

点
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
支
配
が
人
間
の
生
に
も
た
ら
す
破
壊
的
性
格
に
対
し
て
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
て
、
存
在
の
声
に
耳
を
傾
け
る
前
提
と
し
て
放
下
が
説
か
れ
る
。
思

索
を
行
為
と
捉
え
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
は
、
確
か
に
公
共
的
世
界
を
軽
視
し
単
独
化
の
内

に
自
閉
す
る
危
険
性
を
内
包
す
る
。
し
か
し
、
行
為
を
思
索
と
い
う
視
点
か
ら
再
構
成
す
る

の
は
、
む
し
ろ
抑
圧
下
に
お
か
れ
た
行
為
を
救
済
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
工
作
人
の
製
作
に
定
位
す
る
伝
統
的
な
形
而
上
学
に
よ
っ
て
行
為
が
抑
圧
さ
れ

て
き
た
と
い
う
認
識
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
立
脚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
芸
術
、
と
り

わ
け
詩
作
の
根
源
的
創
設Stiften

と
そ
の
仕
上
げ
と
し
て
の
思
索
と
の
協
力
と
い
う
課
題

が
立
ち
現
れ
て
く
る
３
。

大
地
の
操
作
支
配
と
い
う
一
方
向
的
で
閉
鎖
的
な
関
係
を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、
大
地

の
隠
さ
れ
た
法
則
を
開
示
し
、
存
在
者
が
相
互
に
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
非
人
間
中

心
主
義
的
な
〈
開
け
〉
を
我
々
に
提
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
芸
術
作
品
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
偉
大
な
芸
術
作
品
は
所
与
の
世
界
に
対
し
て
い
か
な
る
実
用
的
貢
献
も
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
新
た
な
世
界
へ
の
道
を
切
り
開
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
あ
ら
ゆ
る
偉

大
な
芸
術
は
真
の
意
味
で
革
命
的
」（Zim

m
erm

an，
２３５

）
な
の
で
あ
る
。
既
に
存
在
し

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
る
目
が
な
い
ば
か
り
に
今
ま
で
世
人
に
は
見
え
な
か
っ
た
も
の

を
可
視
的
に
す
る
こ
と
で
、
芸
術
作
品
は
事
物
と
の
新
た
な
関
係
へ
と
我
々
を
導
く
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
本
来
的
〈
生
産
〉
活
動
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
〈
手
〉
の

役
割
に
注
目
す
る
。

人
間
そ
の
も
の
が
手
を
通
し
て
「
行
為
す
る
」。
と
い
う
の
も
手
は
こ
と
ば
と
一
体
と
な

っ
て
人
間
の
本
質
的
特
質
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。（
ミ
ュ
ト
ス
、
ロ
ゴ
ス
と
い
っ
た
）
こ

と
ば
を
「
持
つ
」
人
間
の
よ
う
な
存
在
者
だ
け
が
「
手
」
を
「
持
つ
」
こ
と
が
で
き
る
し

ま
た
「
持
た
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
を
通
し
て
祈
り
や
殺
人
、
挨
拶
や
感
謝
、
誓
い

や
合
図
が
生
起
す
る
し
、
さ
ら
に
は
手
に
よ
る
「
作
品
」、「
手
仕
事
」、
道
具
が
生
み
出

さ
れ
る
。（
中
略
）
こ
と
ば
に
基
づ
い
て
そ
し
て
こ
と
ば
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
手
は
発
源
す
る
。
人
間
が
手
を
「
持
つ
」
の
で
は
な
く
、
手
が
人
間
の
本
質
を
所
有

す
るinnehaben

。
な
ぜ
な
ら
、
手
の
本
質
領
域
と
し
て
の
こ
と
ば
は
、
人
間
の
本
質
基

盤
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。（PA，

１１８
f．

）

人
間
の
手
は
動
物
の
単
な
る
器
官
で
は
な
く
、〈
こ
と
ば
〉
と
一
体
的
な
も
の
、
存
在
論

的
に
発
見
的
な
も
の
と
し
て
人
間
の
行
為
の
本
質
的
な
要
素
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
と
ば
を
身
体
化
す
る
方
向
の
持
つ
積
極
的
可
能
性
を
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

（７）２４４

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
事
物
を
在
ら
し
め
る
」
こ
と
と
事
物
を
「
生
み
出
す
」
行
為
と
を

等
置
し
た
。
正
し
い
仕
方
で
何
か
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
自
身
の
性
格
や
可

能
性
へ
の
関
心
を
示
す
仕
方
で
そ
の
物
を
開
示
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
そ
の
よ
う
な
本
来
的
な
「
在
ら
し
め
るletting-be

」
に
お
け
る
人
間
の
手
の
役

割
を
強
調
し
た
。
猿
と
は
違
っ
て
人
間
は
存
在
者
の
存
在
に
開
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

人
間
の
手
は
猿
の
手
と
は
根
本
的
に
別
物
で
あ
る
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
手
の

持
つ
発
見
的
配
慮
的
次
元
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
注
目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
人
間

の
実
存
に
と
っ
て
「
身
体
性
」
が
有
す
る
重
要
性
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
不
幸
に
も
、
身
体
性
に
関
す
る
彼
の
議
論
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
自
然
主
義
的
範
疇
に
陥
ら
ず
に
、
身
体
を
定
義
す
る
方
法
が
不
確
か
で
あ
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
身
体
性
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
し
い
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
事
物
を
理
解
す
る
さ
い
に
科
学
技
術
的
方
法
に
代
替
し
う
る
案
、
つ
ま
り
深
層
の
エ

コ
ロ
ジ
ー
の
重
要
な
諸
原
理
と
整
合
す
る
代
替
案
を
提
起
す
る
上
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想

が
持
っ
て
い
る
重
要
性
を
も
っ
と
明
確
に
す
る
の
に
役
だ
っ
た
だ
ろ
う
。（Zim

m
er-

m
an，
２４４

f．

）

芸
術
、
手
の
有
す
る
開
示
作
用
に
依
拠
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
科
学
批
判
は
、
近
代
科

学
に
お
い
て
極
点
に
達
す
る
西
洋
の
生
産
主
義
的
形
而
上
学
が
、
事
物
と
の
出
会
い
を
阻
止

し
、
事
物
と
の
操
作
支
配
的
関
わ
り
に
終
始
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

科
学
批
判
は
事
物
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
空
間
を
切
り
開
く
試
み
で
あ
っ
た
と
解
し
得

る
の
で
あ
る
。
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
こ
の
出
会
い
の
場
が
、
現
実

に
は
い
か
な
る
働
き
を
す
る
の
か
、
章
を
改
め
て
そ
の
こ
と
を
検
討
し
よ
う
。

二

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
批
判
の
〈
あ
や
う
さ
〉

―
本
来
性
と
暴
力
性
と
の
親
和
性
―

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
っ
て
、
農
業
は
大
地
を
耕
し
守
り
育
て
る
農
夫
の
仕
事
で
は

な
く
、
機
械
化
さ
れ
た
食
料
生
産
へ
と
変
容
し
、
自
然
は
巨
大
な
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
へ
と

変
貌
す
る
。
ま
た
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
と
い
う
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の
伝
え

る
情
報
は
、
農
民
を
そ
の
身
近
な
「
土
地
の
う
え
の
空
、
夜
が
あ
け
て
昼
と
な
る
時
の
移
り

ゆ
き
、
村
の
習
わ
し
や
習
慣
、
生
ま
れ
育
っ
た
世
界
の
伝
統
」
か
ら
引
き
離
す
（G

L，

１５

）。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
は
さ
ら
に
、
ナ
チ
政
権
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
平
和
と

戦
争
を
一
繋
が
り
の
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
る
。

い
つ
に
な
っ
た
ら
平
和
に
な
る
で
し
ょ
う
か
と
い
う
質
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う

の
も
、
戦
争
の
持
続
が
見
通
せ
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
戦
争
が
既
に
、
も
は
や
平
和
へ
と

帰
着
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
質
問
は
も
は
や
存
在
し
な
い
事
柄
に
つ
い

て
問
い
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
は
、
平
和
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
存
在
者
の
活

用
の
変
種
と
な
る
。
長
期
に
わ
た
る
戦
争
を
計
算
に
入
れ
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
活
用

の
時
代
の
新
し
さ
が
そ
こ
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
既
に
古
く
な
っ
た
形
式
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
長
期
に
わ
た
る
戦
争
は
、
そ
の
長
さ
の
故
に
、
次
第
に
、
以
前
の
よ
う
な
平
和
に
移

行
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
戦
争
的
な
も
の
が
も
は
や
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
は
経
験
さ
れ
ず
、
平
和
的
な
も
の
が
無
意
味
で
無
内
容
に
な
る
そ
の
よ
う
な
状
況

へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
誤
謬
は
、
何
ら
存
在
の
真
理
に
つ
い
て
知
ら
な
い
。
そ
れ
に

代
わ
っ
て
、
し
か
し
、
誤
謬
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、
あ
ら
ゆ
る
計
画
の
完
全
に
武
装
し

た
秩
序
と
安
全
性
を
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る
。（V

A，
９１

f．

）

主
体
も
客
体
も
、
と
も
に
、
対
象G

egen-stand

と
し
て
対
峙
す
る
自
立
性
を
剥
奪
さ

れ
、「
在
庫
品B

estände
」
と
し
て
、
指
示
を
待
っ
て
待
機
し
て
い
る
と
い
う
関
係
の
中
に

寿

卓

三
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溶
解
す
る
（V

A，
５５

）。
こ
の
よ
う
な
「
存
在
了
解
の
平
板
化a

leveling
of

our
under-

standing
ofbeing

」（D
reyfus，

９９

�
一
九
五
頁
）
が
進
行
中
で
あ
る
。「
こ
う
し
て
わ
れ

わ
れ
は
、
何
人
に
よ
っ
て
も
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
シ
ス
テ
ム
の
一
部
分
と
な
り
、

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
存
在
者
の
総
動
員
体
制
へ
と
突

き
進
ん
で
い
く
。
万
人
の
福
祉
の
た
め
に
供
さ
れ
つ
つ
あ
る
完
全
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会

と
い
う
も
の
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
解
答
と
は
見
な
さ
ず
、
む
し
ろ
存

在
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
理
解
が
困
窮
を
き
わ
め
た
絶
頂
と
考
え
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ

る
」（１０１

�
一
九
七
頁
）。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
も
た
ら
す
近
代
化
・
民
主
化
の
成
果
を
、
む

し
ろ
、
人
間
の
均
質
化
な
い
し
は
在
庫
品
化
と
見
な
し
、
さ
ら
に
は
、
戦
時
と
平
和
時
の
区

分
が
実
質
的
に
消
失
す
る
と
い
う
こ
の
よ
う
な
視
点
に
対
し
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
様
々

な
疑
念
が
提
起
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
こ
う
し

た
言
明
の
数
々
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
人
の
ラ
ッ
ダ
イ
ト
主
義
者
で
あ
り
、
土
地
の
搾
取
開

発
、
大
量
消
費
主
義
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ

ャ
人
や
古
き
良
き
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト
の
農
民
の
世
界
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
を
望
む
人

間
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（９８

�
一
九
三
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
ロ
ッ
ク
モ
ア
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
お
よ
び
民
主
主
義
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え

を
考
察
し
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
引
き
出
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
反
民
主
主
義
的
性
質
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
彼
の
反
人
間
学

的
概
念
に
お
い
て
顕
在
化
す
る
。
政
治
理
論
と
し
て
、
民
主
主
義
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
形
態

に
お
い
て
必
然
的
に
人
間
に
つ
い
て
の
一
般
的
概
念
を
前
提
と
す
る
。
彼
の
思
想
の
転
回

の
過
程
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
存
在
へ
の
彼
の
初
期
の
接
近
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た

人
間
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
離
れ
た
。
転
回
後
の
彼
の
著
作
は
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
書
簡
』
に
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を

前
提
と
す
る
。
し
か
し
、
人
間
学
的
概
念
を
越
え
る
理
論
は
、
そ
の
よ
う
な
概
念
に
依
拠

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
有
意
味
な
観
点
と
両
立
不
可
能

で
あ
る
。
彼
の
新
た
な
思
索
の
ポ
ス
ト
人
間
学
的
観
点
か
ら
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す

る
彼
の
反
形
而
上
学
的
理
論
は
、
そ
の
規
定
条
件
と
し
て
、
民
主
主
義
の
土
台
で
あ
る
人

間
学
的
観
点
へ
の
拒
絶
を
前
提
と
す
る
の
で
、
定
義
上
、
非
民
主
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
反

民
主
的
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
存
在
概
念
は
い
か
な
る
形
式
の
民
主
主
義
的
理
論

と
も
両
立
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
に
よ
っ
て
両
立
不
可
能
と
理
解
さ
れ
て
い
た
が
故

に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
が
彼
を
ナ
チ
の
全
体
主
義
を
奉
ず
る
よ
う
に
導
い
た

こ
と
は
何
ら
偶
然
で
は
な
い
。（R

ockm
ore１

，
４２

f．

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ナ
チ
ズ
ム
と
の
連
関
を
考
察
し
た
フ
ァ
リ
ア
ス
の
著
作
の
ド
イ
ツ
語
版
の

序
言
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
、「
か
つ
て
、
短
期
間
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
近
さ
に
陥
っ
た
思
想
家
で
は
な
く
、
持
続
的
な
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
り
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ

の
近
さ
か
ら
み
ず
か
ら
を
解
き
放
ち
得
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
を
欲
し
た
こ
と
も
な
い
思
想
家

で
あ
る
」（V

ietta， ４

）
と
断
じ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
モ
ア
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
ハ
ー
バ

ー
マ
ス
の
こ
の
見
解
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ァ
リ
ア
ス
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の

基
本
的
論
調
と
な
っ
て
い
る
。
今
、
そ
の
見
解
の
当
否
を
論
ず
る
に
先
だ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
モ

ア
に
即
し
て
、
こ
の
見
解
の
内
実
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

ロ
ッ
ク
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
リ
ア
ス
の
著
作
の
公
刊
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
歴
史
上
最
も

反
民
主
主
義
的
な
運
動
の
一
つ
に
深
く
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
、
さ
ら
に

は
、
思
想
家
と
そ
の
思
想
と
は
独
立
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
密
接

に
連
関
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
生
み
出
し
た
（R

ockm
ore２

，

１２８
f．

）。
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
彼
は
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
本
質
に
関
す
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
見
方
に
つ
い
て
の
主
要
な
議
論
」（１３１

）
に
考
察
を
限
定
し
て
答
え
て
い
る
。
な
ぜ
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
限
定
す
る
の
か
。
ロ
ッ
ク
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
問
題
は
、「
常
軌
を
逸
し
た
先
入
観an

eccentric
preoccupation

」
な
ど
で
は

（９）２４２

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



な
く
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
形
而
上
学
と
の
「
繋
が
りlink

」（１３２

）
を
解
明
す
る
こ
と
こ
そ

が
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
中
心
課
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
に

お
い
て
、
世
界
の
歴
運
に
根
ざ
す
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
本
質
は
、
人
間
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
の
制
約
下
に
あ
る
近
代
形
而
上
学
に
よ
っ
て
は
把
握
で
き
ず
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
本
質
を

理
解
し
「
世
界
の
歴
運
と
歩
調
を
合
わ
すkeep

pace
w

ithin
the

fate
of

the
w

orld

」
た

め
に
は
、
非
形
而
上
学
的
思
索
へ
の
転
換
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（１３４

）。

で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
非
形
而
上
学
的
思
索
と
は
い
か
な
る
思
索
で
あ
り
、
そ

れ
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
何
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ッ
ク
モ
ア
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
提
起
し
た
の
と
同
じ
仕
方
で
、『
技
術
へ
の
問

い
』
で
は
、「
技
術
の
意
味
」「
技
術
の
本
質
」
に
関
す
る
問
い
を
提
起
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
よ
れ
ば
、
こ
の
本
質
の
非
形
而
上
学
的
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
本
質
を
越
え
た

或
る
も
の
」
に
訴
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、「
承
認
さ
れ
る
も
のw

hat
is

granted

」
と

「
承
認
を
与
え
る
者a

grantor

」
と
の
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
が
不
可
避
と
な
る
（１３６

）。

そ
し
て
、「
保
持
す
る
と
い
う
動
詞
に
対
す
る
本
質
の
語
源
学
的
関
係
」（１３５

）
に
依
拠
し

て
考
察
す
る
と
、
近
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
な
ん
ら
人
間
的
行
為
で
は
な
く
、
人
間
に
は

制
御
不
可
能
な
、
開
け＝

真
理＝

非
隠
蔽
性
の
地
平
で
生
起
す
る
事
象
で
あ
り
、「
何
ら
か

の
仕
方
で
、
歴
運
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
さ
ら
に
、
危
険
お
よ
び
救
済
の
両
者
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
」（１３６

）
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

ロ
ッ
ク
モ
ア
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
論
の
特
質
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上

で
、
次
の
よ
う
に
問
う
。
歴
運
、
開
け
、
承
認
を
与
え
る
者
と
い
っ
た
人
間
の
制
御
可
能
性

を
超
越
し
た
も
の
を
想
定
す
る
非
形
而
上
学
的
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
質
論
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

論
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
妥
当
性
を
基
礎
づ
け
る
の
か
、
と
。
こ
の
基
礎
付
け
に
つ
い
て
ロ

ッ
ク
モ
ア
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
本
質
を
存
在
へ
と
も
た
ら
す
、
あ
る
い
は
、
本
質
を
維
持
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
デ
ミ
ウ
ル

ゴ
ス
の
よ
う
な
最
初
の
行
為
者
が
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
、
な
ぜ
、
本
質
が
必
要

で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
承
認
さ
れ
得
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

彼
の
本
質
概
念
の
う
ち
に
何
か
こ
の
よ
う
な
者
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
彼
は

こ
の
要
求
を
明
ら
か
に
も
し
な
い
し
支
持
も
し
な
い
」（１３６

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
そ
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
論
を
語
源
学
的
接
近
法
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ

ー
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、「
歴
運destiny

�G
eschick

」
を
ギ
リ
シ
ャ
語
の
モ
イ
ラ
と

関
連
づ
け
て
人
間
の
決
断
の
外
部
で
生
起
す
る
次
元
と
し
て
捉
え
る
。
さ
ら
に
、
歴
運
と

「
運
命fate

�Schicksal

」
と
は
、
語
源
的
に
動
詞
の
「
送
るsend

�schicken

」
と
関

連
づ
け
ら
れ
、
こ
の
連
想
か
ら
、「
運
命
を
通
し
て
開
か
れ
る
も
の
」
が
「
送
ら
れ
る
」、
そ

し
て
、「
歴
史
」
は
、「
送
ら
れ
る
も
の
」、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、「
送
る
と
い
う
過
程
」
で
あ

る
と
い
う
結
論
へ
と
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
（１３９

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
語
源
学
的
接
近

法
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、「
後
代
の
言
語
に
お
い
て
も
生
き
延
び
て
い
る
所
与
の
述
語
の
使
用
に
よ
っ
て
ギ
リ

シ
ャ
人
が
意
味
し
た
こ
と
は
、
た
だ
彼
ら
が
意
味
し
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ

う
な
理
由
に
よ
っ
て
後
代
の
単
語
の
真
の
意
味
が
確
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
そ
れ

自
体
は
真
理
で
は
な
い
の
で
、
初
期
の
意
味
も
真
理
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
言
語

は
、
そ
れ
で
も
っ
て
指
し
示
し
た
り
、
言
及
し
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
道
具
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
」（１３７

）。
ロ
ッ
ク
モ
ア
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ク
ネ
ー

に
語
源
的
に
遡
及
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
歩
み
の
成
果
と
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
芸
術
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
技
術
の
間
の
本
質
的
な
区
分
が
曖
昧
に
さ
れ
た
こ
と
を
批
判
す
る
の
で
あ

る
（１３９

f．

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
語
的
接
近
法
は
、「
元
初
の
哲
学
的
洞
察
を
言
語
を
介
し

て
回
復
し
よ
う
と
す
る
」
が
、「
原
初
の
考
え
方
を
回
復
す
る
こ
と
が
事
柄
の
真
理
を
回
復

す
る
こ
と
」（R

ockm
ore１

，
１４０

）
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
原
初
的
な
も
の
を
評
価
す
る
の
か
。

本
来
的
生
産
の
あ
り
方
を
、「
自
ら
を
発
見
し
た
り
作
っ
た
り
し
た
者
か
ら
存
在
者
が
独

寿

卓

三
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立
し
、
自
立
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
よ
う
な
『
解
放
を
も
た
ら
す
』
開
示
」（Zim

m
er-

m
ann，

１６３

）
と
規
定
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
存
在
者
と
の
出
会
い
は
古
代
ギ
リ
シ

ャ
に
お
い
て
も
近
代
に
お
い
て
も
暴
力
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
特
有

の
歴
史
的
世
界
の
内
部
で
適
切
に
自
ら
を
開
示
で
き
る
よ
う
に
存
在
者
を
解
放
し
よ
う
と
い

う
よ
り
高
い
目
的
」
に
下
支
え
さ
れ
て
い
た
の
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
存
在
者
に
対

す
る
暴
力
は
、
緩
和
さ
れ
て
い
た
し
、
少
な
く
と
も
正
当
化
可
能
で
あ
っ
た
（１６２

）。
で

は
、
西
洋
近
代
の
場
合
は
ど
う
か
。
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

存
在
者
に
そ
く
し
て
、
ま
た
存
在
者
の
た
め
に
存
在
者
を
開
示
す
る
と
い
う
目
的
で
暴
力

を
ふ
る
う
代
わ
り
に
、
近
代
の
西
洋
人
は
、
た
だ
単
に
自
分
の
欲
求
の
た
め
に
存
在
者
を

征
服
す
る
と
い
う
目
的
で
暴
力
を
ふ
る
う
。
産
業
的
生
産
様
式
は
、
存
在
者
に
対
し
て
在

庫
品
（standing-reserve

）
と
い
う
一
元
的
な
仕
方
で
自
ら
を
出
現
す
る
よ
う
に
強
制

す
る
。（１６３

）

そ
れ
で
は
、
近
代
の
啓
蒙
が
も
た
ら
し
た
市
民
社
会
の
存
立
基
盤
と
な
る
市
民
の
権
利
、

さ
ら
に
は
科
学
的
合
理
性
を
人
間
存
在
の
退
化
の
兆
候
と
捉
え
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
暴
力
性

か
ら
自
由
な
本
来
的
出
会
い
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ぺ
ー
ゲ
ラ
ー
は
、

一
方
で
は
、
一
人
の
指
導
者
に
あ
ま
り
に
多
く
の
も
の
を
要
求
し
、
他
方
で
は
、
現
実
を
全

否
定
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、「
政
治
的
領
域
の
自
立
性
を
不
運
に
も
誤
認
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（Pöggeler，

５６

）
と
主
張
す
る
。

ま
た
、
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
自
分
は
真
の
根
本
悪
が
勝
利
し
う
る
よ
う
に

手
助
け
し
た
と
い
う
事
実
を
率
直
に
認
め
ら
れ
な
い
原
因
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

一
つ
に
は
、
普
遍
的
な
経
済
的
政
治
的
権
利
と
い
う
啓
蒙
の
理
念
を
狡
猾
な
原
理
だ
と
み

な
し
て
「
脱
構
築
し
た
こ
と
」
で
あ
る
。
二
つ
め
に
は
、
伝
統
的
な
ユ
ダ
ヤ－

キ
リ
ス
ト

教
的
な
道
徳
的
信
念
は
神
の
死
に
よ
っ
て
空
位
に
な
っ
た
と
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
次

に
三
つ
め
と
し
て
は
、
新
た
な
歴
史
的
世
界
は
「
善
悪
の
彼
岸
」
に
あ
る
第
一
の
源
泉
か

ら
生
じ
る
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
道
徳
的
熟
慮
で
は
な
く
審
美
的

存
在
論
的
熟
慮
に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
世
界
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（Zim
m

erm
an，
１３１

）

確
か
に
、
形
而
上
学
の
暴
力
性
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
が
依

然
と
し
て
暴
力
性
の
呪
縛
か
ら
自
ら
を
解
き
放
ち
え
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
否
み

え
な
い
で
あ
ろ
う
。『
形
而
上
学
入
門
』
に
お
い
て
、
反
復
と
は
、
従
来
の
も
の
を
単
に
改

良
し
た
り
そ
こ
に
示
さ
れ
た
方
向
を
単
に
推
し
進
め
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
説
か
れ
て

い
る
が
、
こ
の
主
張
が
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
、
お
の
れ
の
死
に
向
か
っ
て
先
駆
的

に
打
ち
当
た
っ
て
砕
け
る
者
だ
け
が
「
本
来
的
歴
史
性
」
を
可
能
に
す
る
と
い
う
立
場
と
結

び
つ
く
と
き
、
も
は
や
こ
の
本
来
性
に
対
し
〈
外
部
〉
か
ら
疑
義
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
は
不

可
能
と
す
る
危
険
性
を
内
包
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
政
治
論
に

も
反
映
す
る
。
政
治
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
等
な
人
間
同
士
の
共
同

討
議
に
依
拠
し
て
行
動
す
る
政
治
的
生
活
の
現
実
に
疑
念
を
抱
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
本
来
的
な
政
治
的
行
為
の
権
威
」
は
、
多
数
者
の
討
議
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い

し
、
プ
ラ
ト
ン
流
に
、
そ
の
よ
う
な
討
議
の
彼
方
の
「
一
瞬m

om
ent

of
vision

」
の
決
意

に
よ
っ
て
し
か
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（V

illa，
２１８

�
三
六
一
頁
）。
多
数
者
の

討
議
か
ら
独
立
し
た
指
導
者
の
決
断
に
本
来
的
行
為
な
る
も
の
の
選
択
権
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
る

こ
と
は
、
や
は
り
大
き
な
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
討
議
の
参
加

者
が
基
本
的
に
は
全
員
対
等
な
権
利
を
持
ち
、
原
理
的
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
決
意
を
迫

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
民
主
主
義
が
多
数
者
の
暴
力
へ
と
形
骸
化
し
て
い
く
の
を

抑
止
し
、
民
主
主
義
を
真
に
活
性
化
す
る
上
で
有
意
味
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
指
導
者

（１１）２４０
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公
共
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「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



だ
け
が
こ
の
よ
う
な
権
利
と
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
民
主
主
義
に
対

し
、
否
定
的
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
真
の
指
導
者
と
偽
り
の
指
導
者
と
を
識

別
す
る
座
標
が
不
明
だ
と
す
れ
ば
、
決
意
の
実
相
は
、
実
存
論
的
分
析
に
不
可
避
の
解
釈
学

的
循
環
へ
と
直
観
に
基
づ
い
て
飛
び
込
ん
で
い
く
と
い
う
側
面
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
り
、

ヴ
ィ
ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
怪
し
げ
な
基
礎
に
も
と
づ
く
権
威
に
よ
っ
て
複
数
性
」
が

消
去
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
指
導
者
の
こ
の
恣
意

的
な
企
投
が
場
所
・
土
着
性
の
神
話
と
結
び
つ
く
と
き
、
ラ
ク
ー－

ラ
バ
ル
ト
が
指
摘
す
る

次
の
よ
う
な
危
険
性
が
さ
ら
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
有
機
的
な
共
同
体
の

狂
気
じ
み
た
、
あ
る
い
は
常
軌
を
失
し
た
内
在
主
義
は
、
そ
れ
自
体
、
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド

に
よ
っ
て
支
配
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
こ
の
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
が
共
同
体
的
内
密
性

を
、
そ
れ
が
計
画
さ
れ
た
と
き
か
ら
す
で
に
分
断
し
、
あ
る
い
は
『
分
裂
』
さ
せ
て
い
る
」

（『
政
治
と
い
う
虚
構
』、
藤
原
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
四
三
頁
）
と
い
う
事
態
を
招
く
の

で
あ
る
。
共
同
体
は
そ
の
親
密
度
を
強
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
帰
属
す
る
者
の
〈
開

か
れ
たfrei

〉
あ
り
方
を
〈
本
来
性
・
伝
統
〉
と
い
う
名
の
も
と
に
抑
圧
し
、
既
成
の
共
同

の
在
り
よ
う
に
疑
義
を
呈
す
る
者
を
外
部
と
し
て
排
除
・
除
外
す
る
危
険
性
を
抱
え
込
む
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
が
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
に
否
定
で
き

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
危
険
性
に
対
し
て
明
確
に
論
じ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
危
険
性
に
対
す
る
回
避
の
手
が

か
り
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
な
、
む
し
ろ
、
そ
れ
と
し
て
主

題
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
存
在
論
的
差
異
、
存
在
者
と
存
在
と
の
対
抗
振
動
を
説

く
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
を
物
象
化
批
判
と
し
て
読
み
解
く
と
き
、
こ
の
よ
う
な
同
質
化
・
固

定
化
の
暴
力
に
対
す
る
批
判
と
い
う
契
機
を
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
真
の
主
題
と
し

て
析
出
す
る
可
能
性
も
開
か
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
土
着
性
や
場

所
へ
の
志
向
性
が
暴
力
性
・
排
他
性
と
通
底
す
る
と
し
て
も
、
場
所
の
放
棄
が
直
ち
に
暴
力

性
の
除
去
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
も
ま
た
我
々
は
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ぺ

ー
ゲ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
相
対
的
に
よ
り
低
位
の
科
学
技
術
し
か
持
た
な
か
っ
た

ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
と
国
家
社
会
主
義
と
は
、
よ
り
破
壊
的
な
将
来
の
序
曲
に
す
ぎ
な
い
か
も

し
れ
な
い
」（Pöggeler，

５７

）
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
洞
察
は
、
科
学
技
術
の
発
展
に
よ

っ
て
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
即
し
て
、
存
在
了
解
の
平
板
化
が
も

た
ら
す
問
題
性
を
見
て
お
こ
う
。

文
化
的
営
み
は
、
な
ん
ら
本
質
的
な
「
省
察
（B

esinnung

）」
で
は
な
く
、
装
飾
品
と

し
て
、
内
面
の
空
虚
さ
を
隠
蔽
す
る
と
説
く
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
は
、
存
在
者
か
ら
出
発
し

て
存
在
へ
と
至
る
形
而
上
学
と
い
う
「
導
き
の
問
い
」、
第
一
の
始
ま
り
は
今
で
は
極
点
に

達
し
、
別
様
の
始
ま
り
へ
の
移
行
を
準
備
す
る
「
思
索
」
が
必
要
だ
と
述
べ
る
。
形
而
上
学

の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
。

存
在
か
ら
の
見
放
し
の
も
た
ら
す
空
虚
さ
に
由
来
す
る
存
在
者
の
同
型
性G

leichför-

m
igkeit

、
そ
こ
で
は
、
意
志
へ
の
意
志
に
従
属
す
る
存
在
者
の
秩
序
の
計
算
可
能
な
確

実
性
だ
け
が
関
心
事
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
同
型
性
は
、
至
る
所
で
、
国
家
の
相
違
に
先

だ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
形
態
を
そ
の
他
の
も
の
同
様
に
指
導
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
見

な
す
指
導
性
の
同
型
性
を
規
定
す
る
。
現
実
性
は
、
計
画
可
能
な
計
算
の
同
型
性
の
う
ち

に
存
す
る
が
故
に
、
人
間
も
ま
た
、
現
実
的
な
も
の
へ
と
太
刀
打
ち
で
き
る
立
場
に
留
ま

る
た
め
に
は
、
一
様
性E

införm
igkeit

へ
と
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
一
形

式U
ni-form

を
持
た
な
い
人
間
は
、
も
は
や
何
も
そ
こ
に
帰
属
し
な
い
非
現
実
的
な
も

の
と
い
う
印
象
を
既
に
与
え
る
。
意
志
の
た
め
の
意
志
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
存
在
者

は
、「
業
績
原
理
」
の
支
配
下
に
あ
る
処
置
や
調
整
に
よ
っ
て
た
だ
支
配
さ
れ
る
だ
け
の

区
別
喪
失
性U

nterschiedlosigkeit

の
う
ち
へ
と
拡
散
す
る
。（V

A，
９５

）

「
受
容
性
」
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
は
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
用
命
秩
序
の

寿

卓
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機
能its

technological
ordering

function

」
と
並
ん
で
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
以
前
の
事
物

と
の
連
続
性its

continuity
w

ith
pre-technological

things

」（D
reyfus，

１０２

�
一
九

九
頁
）、
つ
ま
り
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
理
解
で
は
汲
み
尽
く
し
得
な
い
「
土
地
の
う
え
の
空
、

夜
が
あ
け
て
昼
と
な
る
時
の
移
り
ゆ
き
、
村
の
習
わ
し
や
習
慣
、
生
ま
れ
育
っ
た
世
界
の
伝

統
」（G

L，
１５

）
と
い
う
多
様
な
相
貌
を
と
っ
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
効
率
・
業

績
原
理
の
支
配
に
よ
っ
て
全
て
の
相
違
が
消
失
さ
れ
る
と
き
、
す
べ
て
は
同
型
性
と
い
う
相

貌
の
み
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
形
而
上
学＝

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
的
存
在
了
解
の
問
題
性
に
関

す
る
こ
の
主
張
は
、
コ
ノ
リ
ー
の
「
倫
理
的
パ
ラ
ド
ク
ス
」
に
関
す
る
次
の
主
張
と
相
呼
応

す
る
。

一
連
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
責
任
の
基
準
な
し
に
は
、
倫
理
的
な
弁
別
は
不
可
能
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
連
の
歴
史
的
構
成
物
を
適
用
す
れ
ば
、
適
用
対
象
と
な
る
人
々
に

暴
力
を
加
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う
し
た
基
準
は
、
放
棄
可
能
な
擬
制
で
も
自
然
的
な

種
で
も
な
く
、
不
可
欠
な
構
成
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
あ
る
種
の
構
成
物
は
、

そ
の
適
用
環
境
に
お
い
て
他
の
構
成
物
よ
り
も
ま
し
で
あ
る
が
、
も
し
人
々
が
支
配
的
な

一
連
の
構
成
物
を
本
来
的
に
真
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
、
社
会
生
活

の
命
令
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
／
責
任
と
い
う
用
語
と
の
間
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
接
点
を
、

人
間
そ
の
も
の
の
本
来
的
な
デ
ザ
イ
ン
に
対
応
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
こ
だ

わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
構
成
物
の
よ
さ
も
減
殺
さ
れ
よ
う
。
た
し
か
に
、
こ
う
し

た
歴
史
的
結
合
の
な
か
に
は
普
遍
的
な
要
素
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
、
結
合
が
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
関
係
を
ま
ぬ
が
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。（C

on-

noly，
１２

�
一
九－

二
〇
頁
）

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
日
常
生
活
を
つ
つ
が
な
く
過
ご
す
不
可
欠
な
要
件
と
し
て
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
的
存
在
了
解
と
い
う
歴
史
的
構
成
物
を
そ
の
生
存
の
不
可
欠
、
そ
れ
故
、
あ
る
種
の
普

遍
的
な
構
成
要
件
と
し
て
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ

れ
の
生
は
、
安
定
性
を
確
保
し
便
利
に
な
る
と
同
時
に
、
生
に
対
す
る
あ
る
種
の
不
自
由
さ
、

暴
力
性
を
も
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
形
而
上
学
批
判
は
、
こ
の
よ
う

な
認
識
を
そ
の
基
本
的
枠
組
み
と
す
る
。
科
学
技
術
に
よ
っ
て
対
象
操
作
・
支
配
の
力
を
増

大
さ
せ
た
人
類
は
総
体
と
し
て
、
そ
の
力
を
自
然
支
配
・
他
者
支
配
・
自
己
支
配
へ
と
振
り

向
け
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
環
境
問
題
・
南
北
問
題
に
直
面
し
て
二
元
論
的
・
対
象

支
配
的
知
の
あ
り
方
へ
の
反
省
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
解
き
放
た
れ
た
強
力

な
支
配
へ
の
意
志＝

暴
力
へ
の
意
志
と
ど
う
向
き
合
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
方
向
を
ど
う
転
換
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
去

勢
す
べ
き
な
の
か
。
向
か
う
べ
き
方
向
性
が
未
だ
定
ま
ら
ず
、
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
去
勢
も

不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
が
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
何
も
〈
意
志
し
な
い
〉

よ
り
は
む
し
ろ
、〈
無
を
意
志
す
る
〉
ほ
か
我
々
人
類
に
残
さ
れ
た
道
は
な
い
の
か
。
こ
の

よ
う
な
問
い
に
断
定
的
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
次
元
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
「
性
起E

reignis

」
と
い
う
思
想
は
一
つ
の
あ
り
う
べ
き
解
答
で
あ
ろ
う
。
確
た
る

目
的
・
方
向
性
を
持
た
な
い
性
起
の
波
動
の
中
で
、
人
類
は
、
ま
た
個
々
人
は
こ
の
性
起
へ

の
同
調
を
志
向
し
つ
つ
そ
の
存
在
可
能
性
を
、
尺
度
・
基
盤
を
、
企
投
し
て
は
ま
た
取
消
し
・

取
り
戻
すZurücknahm

e

と
い
う
終
わ
る
こ
と
の
な
い
反
復
を
生
き
る
ほ
か
な
い
。
性
起

そ
の
も
の
に
目
的
が
不
在
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
の
同
調
が
た
と
え
実
現
可
能
だ
と
し
て

も
、
そ
れ
は
〈
固
定
可
能
な
絶
対
的
真
理
〉
と
い
う
立
場
と
は
原
理
的
に
相
い
れ
な
い
は
ず

で
あ
る
。
形
而
上
学
の
克
服
と
は
、〈
意
志
〉
に
よ
る
究
極
的
基
礎
付
け
・
正
当
化
の
放
棄

を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
基
盤
の
不
在
が
、
万
人
が
万
人
お
よ
び
自
然
に
と
っ

て
の
脅
威
と
い
う
事
態
へ
と
直
結
し
な
い
た
め
に
は
、〈
神
〉
な
き
時
代
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
な
共
生
の
時
空
間
を
切
り
開
け
ば
い
い
の
か
。
そ
の
際
我
々
は
、〈
基
礎
づ
け
の
暴
力
〉

か
ら
自
由
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
が
、
同
質
化
と
い
う
暴
力
性
へ

と
回
帰
し
て
い
く
危
険
性
を
内
包
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
な
お
も
、
別
様
の
可
能
性

（１３）２３８

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
見
相
矛
盾
す
る
可
能
性
、
暴
力
と
の
親
和

性
と
同
時
に
、
暴
力
性
の
抑
制
の
可
能
性
、
こ
の
両
様
の
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
は
ナ
チ
ズ
ム
と
不
可
避
的
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
た
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
し
、
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
い
う
装
い
の
も
と
、
新
た
な
同
質

化
を
推
進
し
つ
つ
あ
る
今
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
は
、
依
然
と
し

て
多
く
の
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
章
を
改
め
て
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
も
つ
多
様
性
へ
の
開
け
と
い
う
側
面
を
考
察
し
て
お
こ
う
。

三

暴
力
性
へ
の
抑
止
力
と
し
て
の
「
内
的
対
抗
性
」

―
場
所
へ
の
偏
愛
と
拒
否
と
の
対
抗
／
帰
郷
と
彷
徨
―

三－

一

真
理
と
非
真
理
と
の
等
根
源
性

存
在
論
的
実
存
論
的
分
析
の
次
元
に
お
い
て
、「
世
人
」
も
本
来
的
自
己
と
同
じ
資
格
を

も
っ
た
一
つ
の
実
存
範
疇
で
あ
り
、
現
存
在
の
「
積
極
的
体
制die

positive
V

erfassung

」

（SZ，
１２９

）
に
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
次
元
で
は
、
真
理
と
非
真
理
と

を
裁
断
す
る
立
場
が
否
定
さ
れ
、「
現
存
在
の
事
実
性
に
は
、
閉
鎖
性
と
隠
蔽
性
と
が
属
す

る
」（２２２

）、「
非
隠
蔽
性
と
し
て
の
真
理
の
本
質
に
は
、
二
重
の
隠
蔽
と
い
う
仕
方
で
拒
絶

が
属
す
る
」（H

W
，
４１

）
と
い
う
立
場
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
在
に
対

し
て
真
理
は
、
自
ら
を
拒
む
、
ま
た
は
偽
装
す
る
と
い
う
様
態
で
し
か
立
ち
現
れ
て
こ
な

い
。
真
理
の
本
質
は
、「
開
けLichtung

」
と
「
隠
蔽V

erbergung

」
と
の
「
根
源
的
争

いU
rstreit

」（４２

）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
真
理
・
開
示
性
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
考
え
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。

「
現
存
在
は
真
理
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
十
全
な
実
存
論
的
・
存
在
論
的
意
味
は
、

等
根
源
的
に
、「
現
存
在
は
非
真
理
の
内
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
内
包
す
る
。
け
れ
ど

も
、
現
存
在
が
開
示
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
現
存
在
は
ま
た
閉
ざ
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ

り
、
ま
た
現
存
在
と
と
も
に
い
つ
も
す
で
に
世
界
内
部
的
存
在
者
が
発
見
さ
れ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
、
可
能
的
な
世
界
内
部
的
に
出
会
う
も
の
と
し
て
蔽
わ

れ
（
隠
さ
れ
）
あ
る
い
は
歪
め
ら
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
存
在
は
本

質
的
に
、
す
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
も
の
を
も
仮
象
や
歪
曲
に
逆
ら
っ
て
あ
ら
た
め
て
領

得
し
、
そ
の
被
発
見
態E

ntdecktheit

を
く
り
か
え
し
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
ま
し
て
い
か
な
る
新
発
見
も
、
ま
っ
た
く
の
隠
蔽
性
を
地
盤
に
し
て
行
わ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
仮
象
の
様
態
に
お
け
る
被
発
見
態
か
ら
出
発
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ

る
。（SZ，

２２２

）

こ
の
世
界
内
部
的
な
存
在
者
と
の
出
会
い
は
、
決
し
て
関
心
か
ら
自
由
な
も
の
で
は
な
く
、

「
気
分
」
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
日
常
生
活
を
一
見
無
邪
気
に
過
ご

し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
気
分
づ
け
ら
れ
て
存
在
す
る
中
で
、
自
分
が

ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
、
ま
た
ど
こ
へ
帰
属
す
る
の
か
不
明
な
ま
ま
、
と
に
か
く
存
在

し
て
い
る
し
、
存
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
裸
の
事
実
に
逃
れ
よ
う
も
な
く
直
面
さ
せ
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
、
そ
れ
と
明
確
な
認
識
に
は
至
ら
な
い
と
し
て
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
気
づ

い
て
い
る
。

現
存
在
が
事
実
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
な
ぜ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
と
さ
と
ら
れ
ず
に
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
に
あ
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の

は
、
現
存
在
に
開
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
存
在
者
の
被
投
性
は
、「
現
」
の
開
示
性
の
う

ち
に
含
ま
れ
て
お
り
、
い
つ
も
そ
の
つ
ど
の
情
態
性
の
な
か
で
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
情
態
性
は
現
存
在
を
、
多
少
と
も
あ
か
ら
さ
ま
に
、
多
少
と
も
本
来
的
に
、《
お
の

れ
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
存
在
し
て
い
る
存
在
者
と
し
て
、
存
在
可
能
的

に
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
》
と
い
う
事
実
に
直
面
さ
せ
る
の
で
あ
る
。（２７６

）

寿

卓

三
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ペ
パ
ー
ザ
ッ
ク
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
場
所
」
へ

の
偏
愛
が
ナ
チ
ズ
ム
と
の
親
和
性
を
持
つ
と
し
て
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
世
界
と
場
所
の
迷
信
」

か
ら
我
々
を
遠
ざ
け
る
科
学
技
術
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
酷
評
に
反
し
て
、
我
々
に
大
い
な
る

チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
（Peperzak，

３８８
f．

）。
し
か
し
、
こ
の
ペ
パ
ー
ザ
ッ

ク
の
指
摘
は
、
た
し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
一
面
、
つ
ま
り
土
着
性
へ
の
志
向
に
対
し

て
は
、
一
定
の
妥
当
性
を
持
つ
と
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
が
他
面
で
は
、
現
存
在
を

「
物
在
者V

orhandenes
」
と
対
比
的
に
「
移
行Ü

bergang

」（G
M
，
５３１

）
と
し
て
捉

え
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
は
、
明
ら

か
に
物
象
化
を
批
判
す
る
側
面
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
で
よ
り
明

瞭
と
な
る
。

不
安
は
無
を
開
示
す
る
。
我
々
は
不
安
の
な
か
で
《
揺
ら
ぐ
》。
よ
り
明
瞭
に
言
え
ば
、

不
安
は
我
々
を
揺
る
が
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
不
安
は
全
体
に
お
け
る
在
在
者
を
脱
落
へ

と
齎
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
、
す
な
わ
ち
、
我
々
自
身

が
―
こ
の
﹇
固
定
さ
れ
た
﹈
存
在
者
た
る
人
間
が
―
存
在
者
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
自
己

を
共
に
脱
落
さ
せ
る
。
そ
れ
故
、
根
本
に
お
い
て
、《
あ
な
た
》
や
《
わ
た
し
》
に
と
っ

て
で
は
な
く
、《
誰
と
い
う
こ
と
も
な
く
》
不
気
味
な
の
で
あ
る
。
た
だ
純
粋
な
る
現
わ

れ－

在
り
の
み
が
、
こ
の
揺
ら
ぎ
の
齎
ら
す
激
震
の
な
か
で
依
然
と
し
て
現
に
在
る
。
た

だ
し
、
そ
こ
で
は
、
現
わ
れ－

在
り
は
何
者
に
も
依
拠
し
え
な
い
。（W

M
，
１１２

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
真
理
と
非
真
理
と
の
交
錯
の
う
ち
に
現
存
在
の
事

実
性
を
見
て
、
場
・
既
成
の
秩
序
に
執
着
す
る
こ
と
に
対
し
て
否
定
的
立
場
を
取
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
存
在
把
握
が
〈
現
前
（
古
代
ギ
リ
シ
ャ
）・
諸
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
（
近
代
）・
在
庫

品B
estand

�standing-reserve

と
い
う
科
学
技
術
時
代
の
一
元
的
把
握
〉
と
い
う
「
物

象
化
の
過
程crystallizing

process

」（Zim
m

erm
an，
２５５

）
を
辿
る
こ
と
に
対
し
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
新
た
な
始
ま
り
の
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

存
在
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
と
問
う
こ
と
―
こ
れ
は
我
々
の
歴
史
的－

精
神
的
現
存

在
の
始
ま
り
を
繰
り－

返
し
、
そ
れ
を
他
の
始
ま
り
へ
と
か
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
が
歴
史
の
決
定
的
形
式
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
こ
れ
は
根
源
の
出
来
事
の
な
か
に
兆
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
一
つ
の

始
ま
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て
そ
の
始
ま
り
を
、
以
前
の
も
の
、
い
ま

で
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
、
た
だ
真
似
を
す
れ
ば
よ
い
も
の
と
考
え
て
、
ネ
ジ
を
巻
き
直

す
よ
う
に
、
自
分
を
も
う
一
度
そ
こ
へ
連
れ
戻
す
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
始
ま

り
が
も
っ
と
根
源
的
に
再
び
始
め
ら
れ
、
し
か
も
真
の
始
ま
り
と
い
う
も
の
が
伴
う
は
ず

の
奇
異
な
も
の
、
暗
い
も
の
、
不
確
か
な
も
の
を
伴
っ
て
再
び
始
め
ら
れ
る
こ
と
を
い
う

の
で
あ
る
。
我
々
が
考
え
て
い
る
繰
り
返
し
と
は
、
何
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
決
し
て
、
今

ま
で
の
も
の
を
手
段
と
し
て
、
今
ま
で
の
も
の
を
改
良
し
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進

め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。（E

M
，
４２

）

こ
こ
に
言
わ
れ
る
「
精
神
」
と
は
何
を
意
味
す
る
ん
だ
ろ
う
か
。
精
神
が
知
性
と
さ
れ
、

ま
た
知
性
が
目
的
に
役
立
つ
道
具
と
さ
れ
る
と
き
、「
そ
の
つ
ど
本
質
的
な
も
の
が
人
間
へ

と
到
来
し
復
帰
す
る
そ
の
源
を
な
し
て
い
る
あ
の
深
み
、
そ
の
よ
う
に
し
て
人
間
を
無
理
に

も
優
越
の
地
位
に
押
し
上
げ
、
そ
の
人
間
を
別
格
の
者
と
し
て
行
為
さ
せ
る
あ
の
深
み
、
そ

う
い
う
深
み
の
な
く
な
っ
た
世
界
へ
と
現
存
在
は
滑
り
こ
み
始
め
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の

も
の
は
同
じ
一
つ
の
平
面
、
も
は
や
映
す
こ
と
も
せ
ず
、
何
物
を
も
反
射
し
な
い
曇
っ
た
鏡

に
も
似
た
、
一
つ
の
平
面
へ
と
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
延
長
と
数
と
い
う
次
元
が
有
力
な
次
元

と
な
っ
た
」（４９
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
誤
っ
た
〉
精
神
の
把
握
に
対
し
て
、『
総
長

就
任
講
演
』
に
お
い
て
「
精
神
の
本
質
」
の
規
定
が
対
置
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、「〈
精
神
〉

と
は
空
し
い
明
敏
の
こ
と
で
も
な
く
、
無
責
任
な
機
知
の
戯
れ
で
も
な
く
、
悟
性
的
分
析
を

（１５）２３６

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



果
て
し
な
く
続
け
る
こ
と
で
も
な
く
、
さ
ら
に
ま
た
世
界
理
性
等
で
も
な
い
。
精
神
と
は
存

在
の
本
質
へ
の
根
源
的
に
気
分
づ
け
ら
れ
た
知
的
決
意
性
で
あ
る
」（SD

，
１１２

）
と
捉
え

ら
れ
る
。
存
在
者
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
問
う
存
在
へ
の
問
い
は
、
精
神
を
覚
醒
す
る
本

質
的
な
根
本
条
件
の
一
つ
で
あ
り
、
世
界
の
暗
黒
化
の
危
険
を
制
御
す
る
た
め
の
不
可
欠
の

前
提
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
を
担
う
こ
と
が
、
西
洋
の
中
心
で
あ
る
ド
イ
ツ
民
族
の
歴
史
的

使
命
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
形
而
上
学
的
、
歴
史
的
民
族
と
し
て
の
ド
イ

ツ
民
族
だ
け
が
、
自
己
の
伝
統
を
創
造
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
自
己
自
身
、
ひ

い
て
は
、
西
洋
の
歴
史
を
、
そ
れ
の
将
来
の
生
起
の
中
心
か
ら
取
り
出
し
て
、
存
在
の
力
の

根
源
的
領
域
へ
と
お
き
入
れ
る
」（E

M
，
４１

f．

）
と
い
う
歴
史
的
付
託
に
応
え
う
る
か
ら
で

あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
実
存
論
的
分
析
と
実
存
の
理
念
と

が
循
環
構
造
を
な
す
が
ゆ
え
に
あ
る
必
然
性
を
と
も
な
っ
て
、〈
根
源
的
〉
始
ま
り
、
つ
ま

り
地
盤＝

始
源＝

真
理
へ
の
回
帰
を
説
く
反
近
代
主
義
と
い
う
局
面
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

固
定
化
・
物
象
化
を
批
判
し
て
、
真
理
と
非
真
理
と
の
等
根
源
性
と
い
う
存
在
論
的
分
析
と

い
う
側
面
も
ま
た
存
在
す
る
。
こ
の
始
原
へ
の
回
帰
の
志
向
と
物
象
化
批
判
と
の
交
錯
と
い

う
こ
と
に
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
真
骨
頂
は
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
解
明
は
後
で

論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
は
、
物
象
化
批
判
と
い
う
契
機
に
つ
い
て
〈
政
治
〉
に
関
す
る

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
解
を
手
が
か
り
に
見
て
お
こ
う
。

三
―
二

〈
物
象
化
批
判
と
し
て
の
政
治
〉
の
可
能
性

―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
の
対
質
を
通
し
て
―

デ
ー
ナ
・
Ｒ
・
ヴ
ィ
ラ
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
初
期
の
評
価

の
特
徴
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
ロ
マ
ン
主
義
的
主
観
主
義
」
の
政
治
的
含
意
と
直
接
対
決
し

よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
実
世
界
に
根
ざ
す
哲
学this

w
orldly

philosophy

」
は
、
世
界
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
を
奪
い
去
り
、「
自
己the

Self

」
は
、
死
を

先
取
り
し
て
徹
底
的
な
孤
立
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
（V

illa，
２３２

�
三

八
五
頁－

三
八
六
頁
）。
次
い
で
、
一
九
五
四
年
の
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
で
の
講
演
で
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
歴
史
性G

eschichtlichkeit

」
に
注
目
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索

が
、
行
為
よ
り
も
歴
史
性
に
適
合
し
、
政
治
的
存
在
と
し
て
の
人
間
へ
の
問
い
を
忘
却
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
（２３４

f．

�
三
八
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
批
判
は
、『
精
神
の
生
活
』
に
お
い
て
、
そ
の
極
点
を
迎
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論

と
政
治
と
の
分
裂
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
核
心
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
根
源
的
に
理
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
意
志
が
本
質
的
に
破
壊
的
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
、
そ
れ
故
こ
の
意
志
の

破
壊
性
か
ら
脱
却
す
べ
く
、「
転
回reversal

」
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
主
張
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
端
的
な
本
性
は
、
意
志
す
る
意
志
、
つ
ま
り
世
界
全
体
を
意
志
の
支
配

と
統
治
権
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
統
治
に
よ
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
結
果
と

し
て
は
、
た
だ
全
面
的
な
破
壊
に
終
わ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
統
治
に
代
わ

る
も
の
と
い
え
ば
、「
あ
る
が
ま
まletting

be

」
で
あ
り
、
こ
の
あ
る
が
ま
ま
は
活
動
と

し
て
み
れ
ば
、
存
在
の
呼
び
声the

call
of

B
eing

に
従
う
思
索
の
働
き
で
あ
る
。
思
索

の
放
下
に
支
配
的
な
気
分
は
、
意
志
の
働
き
に
お
け
る
目
的
的
性
格
の
気
分
と
は
反
対
で

あ
る
。
後
に
「
転
回
」
の
再
解
釈
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
「
放
下G

elassen-

heit

」、
す
な
わ
ち
、
あ
り
の
ま
ま
に
対
応
し
、「
意
志
で
な
い
思
索a

thinking
that

is

not
a

w
illing

」
に
「
我
々
を
備
え
さ
せ
る
」
平
穏
さa

calm
ness

、
と
呼
ん
だ
。
こ
の

思
索
の
働
き
は
、「
能
動
性
と
受
動
性
の
間
の
区
別
を
超
え
て
」
い
る
。
と
い
う
の
も
そ

れ
は
「
意
志
の
支
配dom

ain
of

the
W

ill

」
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
因
果
性
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（LM

，
１７８

－１７９

�
二
一
三－

二
一
四
頁
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
同
様
に
、
思
索
の
働
き
と
意
志
の
働
き
と
を
対
置
す
る
。
そ

寿

卓

三

（１６）２３５



の
上
で
、
ニ
ー
チ
ェ
を
批
判
し
て
、
意
志
の
支
配
、
そ
の
極
点
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

支
配
は
結
局
人
間
の
生
を
全
面
的
に
破
壊
す
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
能
動
性
か
受
動
性
か
と
い
う
二
律
背
反
的
な
枠
組
み
を

超
え
た
「
活
動
」
と
し
て
、
放
下
に
対
応
す
る
「
意
志
で
な
い
思
索
」
に
よ
っ
て
「
意
志
の

支
配
、」
因
果
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
る
べ
く
、「
転
回
」
が
生
起
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
事
を
再
度
強
調
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
と
彼
の
先
行
者
と
の
立
場
の
違
い
は
こ
う
で
あ
る
。
存
在
の
真
理

を
言
葉
に
置
き
換
え
る
よ
う
に
存
在
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
人
間
の
精
神
は
、
存
在
の
歴

史a
H

istory
of

B
eing

（Seinsgeschichte

）
に
従
う
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
は
、
人
間

が
、
意
志
の
働
き
の
点
か
ら
か
、
あ
る
い
は
、
思
索
の
働
き
の
点
か
ら
か
の
ど
ち
ら
で
存

在
に
応
答
す
る
か
を
決
め
る
。
存
在
の
歴
史
は
行
為
す
る
人
間
の
背
後
で
働
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
界
精
神
の
場
合
の
よ
う
に
、
人
間
の
運
命
を
決
め
、
し
か
も
、
思

索
す
る
自
我the

thinking
ego

に
対
し
て
姿
を
現
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
思
索
す
る
自
我

が
意
志
の
働
き
に
勝
利
し
て
、
あ
る
が
ま
まthe

letting-be

を
実
現
で
き
る
場
合
な
の

で
あ
る
。（１７９

�
二
一
四
頁
）

人
間
の
意
志
か
ら
は
独
立
し
た
こ
の
存
在
の
歴
史
を
想
定
す
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お

い
て
は
、「
永
久
に
変
化
し
な
が
ら
も
、
行
為
と
思
索
が
一
致
す
る
よ
う
に
行
為
者
の
思
索

の
中
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
」（１８０

�
二
一
六
頁
）
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
に
お
け
る
行
為
と
思
索
と
の
同
一
視
を
強
調
す
る
ア
ー
レ
ン
ト

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
そ
の
転
回
を
再
解
釈
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
が
、
彼
の
後
期
著

作
の
主
要
な
方
向
を
す
で
に
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
思
想
は
一
貫
し
て
い
るthe

continuity
of

his
thought

と
主
張
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
自
分
の
自
己
が
負
い
目
を
感
じ
つ
つ
行
為
す
る
よ
う
に
さ
せ
ら
れ

る
」
と
し
て
、
こ
の
内
面
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
被
投
性
が
開
か
れ
る
と
主
張

す
る
。
つ
ま
り
、
公
共
的
生
活
の
声
高
な
論
争
と
い
う
行
為
で
は
な
く
、
沈
黙
の
中
で
遂
行

さ
れ
る
思
索
こ
そ
が
、
負
い
目
あ
る
存
在
と
し
て
自
己
の
存
在
を
受
け
入
れ
る
活
動
を
可
能

に
す
る
と
い
う
立
場
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
端
的
に
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

良
心
の
呼
び
声
が
実
際
に
な
し
遂
げ
る
こ
と
は
、
記
録
に
残
さ
れ
る
歴
史
の
歩
み
と
人
々

の
日
常
生
活
の
活
動
を
も
決
定
す
る
出
来
事
―
物
事
の
泡
―
へ
巻
き
込
ま
れ
た
状
態
か
ら

離
れ
て
、
単
独
化
し
た
自
己the

individualized

（vereinzeltes

）self

を
再
発
見
す
る

こ
と
で
あ
る
。
呼
び
起
こ
さ
れ
て
、
自
己
は
今
や
『
裸
の
事
実
』
が
す
こ
し
で
も
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
表
現
す
る
思
索
に
た
ち
も
ど
る
。（１８５

�
二
二
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
行
為
と
思
索
と
の
一
致
を
一
貫
し
て
説
く
限
り
、
ア
ー
レ
ン

ト
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
自
己
は
、
大
衆
的
な
も
の
、
日
常
的
な
も
の
に
背
を

向
け
、
存
在
へ
の
感
謝
を
表
す
思
索
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ラ
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、「
本
来
的
自
己
は
本
来
的
に
他
者
と
共
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
と
は

離
れ
て
い
る
。
本
来
的
自
己
は
本
来
的
形
態
の
共
同
生
活
を
め
ざ
し
て
努
力
す
る
の
で
は
な

く
、
偶
然
そ
の
も
の
で
あ
る
個
人
の
生
き
方
に
感
謝
す
る
」（V

illa，
２３６

�
三
九
一
頁
）
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
一
貫
性
と
同
時
に
、

そ
こ
に
は
変
容
が
存
在
す
る
こ
と
も
ア
ー
レ
ン
ト
は
看
過
し
て
い
な
い
。『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
「
本
来
的
自
己
」
は
、
単
独
化
の
中
で
良
心
の
呼
び
声
に
耳
を
傾
け
る
の
で
あ
っ

た
が
、
後
期
に
あ
っ
て
「
思
索
者
」
に
変
容
し
た
こ
の
自
己
は
、
単
独
化
を
志
向
す
る
の
で

は
な
く
、
存
在
の
呼
び
声
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
自
己

は
、
世
人
の
「
空
談G

erede

」
と
対
抗
し
て
い
た
の
だ
が
、
後
期
に
お
け
る
、
思
索
者
が

対
抗
す
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
質
と
し
て
先
に
見
た
よ
う
に
、
意
志
の
働
き
が
抱
え
込

（１７）２３４

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



ん
で
い
た
破
壊
的
性
格
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
と
し
て
、
存
在
の
声
に
耳
を
傾
け
る
た

め
の
前
提
で
あ
る
放
下
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
（LM

，
１８７

�
二
二
四
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
お
け
る
思
索
を
行
為
と
す
る
姿
勢
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
確
か
に
、
そ
れ
が
公
共

的
世
界
を
軽
視
し
、
単
独
化
の
内
に
自
閉
す
る
も
の
だ
と
し
て
厳
し
く
批
判
す
る
。
し
か
し
、

ま
た
、
他
方
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
か
ら
多
く
の
影
響
を

受
け
る
こ
と
で
そ
の
思
想
を
豊
か
に
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
製
作
中
心
主
義
的
形
而
上
学
に
支
配
さ
れ
た
西
洋
の
伝

統
は
、
政
治
的
行
為
を
手
段
化
し
て
統
制
下
に
置
こ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
非
本
来
的
な
在
り
方
」
で
あ
る
工
作
人

の
製
作
中
心
主
義
的
思
考
法
が
歴
史
を
支
配
し
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
行
為
を
抑
圧
し
て
き

た
こ
と
の
原
因
で
も
あ
り
、
帰
結
で
も
あ
る
。「
政
治
的
な
も
の
の
後
退
」
を
現
代
の
顕
著

な
特
徴
の
一
つ
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
は
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
非
本
来
性
と

い
う
主
題
の
歴
史
的
追
跡
を
踏
襲follow

H
eidegger‘s

ow
n

historical
rew

orking
of

the
them

e
of

inauthenticity

」（V
illa，

p． １６６

�
二
七
六
頁
）
し
て
い
る
と
解
し
う
る
の

で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
製
作
中
心
主
義
的
形
而
上
学
の
歴
史
」
に
対
す
る
批
判
的

考
察
と
、
政
治
か
ら
の
「
逃
亡
」
の
試
み
と
い
う
伝
統
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
的
見

方
と
は
、
ヴ
ィ
ラ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
明
ら
か
に
交
差
す
る
（１７０

�
二
八
二
頁
）。
も
ち
ろ

ん
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
存
在
論
を
政
治
的
行
為
の
復
権
と
し
て
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ラ
の
次
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
解
釈
は
傾
聴
に
値
す
る
。

『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
、
む
ろ
ん
決
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
で
は
な
い
。

し
か
し
彼
が
基
礎
存
在
論
の
超
越
論
的
衝
動
（
主
観
主
義
や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
残

滓
）
と
絶
縁
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
開
示
と
い
う
形
で
の
〈
存
在
〉
と
の
関
係
の
回

復
に
寄
せ
る
関
心
が
絶
え
ず
働
い
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
以
後
の
本
当
の
大
き
な
変
化
は

日
常
性
よ
り
も
伝
統
を
非
本
来
性
の
重
要
な
場
所
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
。
頽

落fallenness

は
（
い
わ
ば
）
派
生
的
現
象
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
決
意
の
真
の
欠

如
が
浮
上
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
が
〈
存
在
〉
を
永
遠
の
現
在
な
い
し
根
拠
と
す
る

「
確
保
の
仕
方
」
に
お
い
て
だ
。
そ
う
い
う
「
確
保
の
仕
方
」
が
、
存
在
者
に
対
す
る
製

作
的
態
度
を
ひ
そ
か
に
連
関
か
ら
引
き
離
し
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の

だ
。（１６９

－１７０

�
二
八
二
頁
）

「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
優
位
が
、
存
在
論
の
最
も
基
本
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
組
み
込
ま
れ
て

い
る
た
め
に
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
プ
ラ
ク
シ
ス
を
包
摂
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
既
定

の
結
論
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
が
支
配
的
な
状
況
の
中
で
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
形
而
上
学
の
「
根
拠
」
に
遡
っ
て
発
見
し
た
も
の
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
政
治
を
政
策
や
造
形
芸
術
に
喩
え
て
歪
め
て
し
ま
う
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
、
行
為
を
救
出

し
政
治
的
な
次
元
の
復
権
の
た
め
に
活
用
す
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ラ
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
文
化
的
保
守
主
義
に
陥
っ
た
近
代
批
判
か
ら
、「
激
変sea-change

」

と
も
言
う
べ
き
新
た
な
政
治
的
意
味
を
引
き
出
し
て
い
る
（１７３

�
二
八
八
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ

ー
存
在
論
が
こ
の
よ
う
な
政
治
的
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

公
共
性
を
批
判
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
空
談
」
と
捉
え
る
基
礎
存
在
論
は
不
可
避

的
に
公
的
領
域
の
拒
否
に
至
り
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
と
切

り
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
が
、「
よ
り
本
来
的
形
態
の
」
共
同
生
活
の
実
現
に
貢
献
で

き
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
（２１５

�
三
五
七
頁
）。
ヴ
ィ
ラ
に
よ
れ
ば
、『
存
在
と
時
間
』
か

ら
、
政
治
に
対
す
る
二
通
り
の
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
個
人
に
対

し
て
不
安
が
果
た
す
役
割
を
、
共
同
体
に
対
し
て
政
治
が
果
た
す
と
い
う
可
能
性
で
あ
る

（pp． ２１５
－２１６

�
三
五
七
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
不
安
は
、
現
存
在
を
『
世
界
』

に
お
け
る
彼
の
頽
落
的
没
頭
か
ら
連
れ
戻
すzurückholen

」（SZ，
１８９

）
と
い
う
機
能
を

果
た
す
。
不
安
に
お
い
て
、
世
間
や
他
の
共
同
現
存
在
は
消
失
し
て
、
不
安
の
渦
中
に
あ
る

当
人
に
、『
世
界
』
が
提
供
す
る
も
の
は
何
も
な
い
（１８７

）。
既
在
の
意
味
空
間
が
そ
の
有

寿

卓

三

（１８）２３３



意
味
性
を
喪
失
し
、
空
虚
化
す
る
と
き
、
現
存
在
は
、
い
わ
ば
裸
形
の
ま
ま
、「
単
独
の
自

己solus
ipse

」
と
し
て
、
自
ら
の
世
界
内
存
在
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、「
最
も
固
有
な
存
在
可
能
へ
の
存
在
、
す
な
わ
ち
自
己
自
身
を
選
び
か
つ
掴
む
と

い
う
自
由
に
む
か
っ
て
の
開
放
存
在Freisein

」（１８８

）
に
自
分
が
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
、
不
安
に
さ
ら
さ
れ
た
現
存
在
は
突
き
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
、
不

安
が
こ
の
よ
う
に
硬
直
化
し
自
閉
化
し
た
自
己
を
刷
新
し
そ
の
生
の
新
た
な
蘇
り
の
可
能
性

を
切
り
開
く
機
能
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
共
同
体
も
そ
の
日
常
的
活
動
や
政
略
に
没
頭
し
た
状

態
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
て
、
本
来
的
な
政
治
的
発
言
や
指
導
力
に
よ
っ
て
、「
共
同
体
創
設
の

と
き
開
か
れ
た
後
久
し
く
隠
さ
れ
て
い
た
『
最
も
固
有
な
可
能
性ow

nm
ost

distinctive

possibility

』」
に
覚
醒
し
、
そ
こ
へ
立
ち
返
る
と
い
う
課
題
に
直
面
し
う
る
の
で
あ
る

（V
illa，

２１６

�
三
五
七
頁
）。

『
存
在
と
時
間
』
が
政
治
に
対
し
て
持
つ
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
形
而
上
学
的
、
伝
統

的
権
威
か
ら
解
き
放
た
れ
た
共
同
体
の
決
断
・
選
択
が
、
恣
意
的
で
空
虚
な
も
の
に
陥
る
こ

と
を
防
ぐ
た
め
に
不
可
欠
な
本
来
性
を
い
か
に
し
て
政
治
や
政
治
的
発
言
が
獲
得
す
る
の
か

と
い
う
問
題
へ
の
貢
献
で
あ
る
（２１６

�
三
五
八
頁
）。
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
闘
争
的
だ
が

討
議
的
な
政
治the

agonistic
yet

deliberative
politics

」
な
る
も
の
は
、
平
均
的
日
常

性
が
頽
落
的
傾
向
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
不
安
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
る
本
来
性
が
持
つ
よ
う

な
日
常
性
へ
の
「
揺
さ
ぶ
りschattering

」
と
い
う
機
能
を
果
た
し
う
る
か
は
な
は
だ
疑

問
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
日
常
生
活
の
疎
外
状
況
を
突
き
破
っ
て
、
共
同
体
の
本
質
の
変

革
的
獲
得
を
可
能
に
す
る
発
言
と
は
い
か
な
る
も
の
か
」（２１６

�
三
五
六
頁
）
と
い
う
問
い

が
出
て
く
る
。
臆
見doxa

に
自
閉
す
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
人
間
の
有
限
性
を

無
視
し
て
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
な
る
も
の
を
偽
造
す
る
の
で
も
な
い
道
は
い
か
に
し
て
切
り

開
か
れ
る
の
か
。
日
常
生
活
の
麻
痺
し
た
よ
う
な
平
穏
さ
を
揺
る
が
す
政
治
的
発
言
の
最
後

の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、「
生
活
そ
の
も
の
」、
な
い
し
は
「
生
活
の
歴
史
的
起
源its

historical

rootedness

」
で
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、「
決
意
を
他
者
と
の
特

定
の
共
同
行
為
に
具
体
化
」
す
る
と
い
う
本
来
性
を
選
択
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
か
ら

目
を
そ
ら
し
続
け
る
の
か
と
い
う
選
択
を
政
治
的
現
実
を
生
き
る
現
存
在
は
迫
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
（２１７

�
三
五
九
頁
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
本
来
的
政
治
」
の
問
題
は
、「
権

威
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ま
た
、
権
威
を
獲
得
で
き
る
の
は
い
か
な
る
政
治
的
発
言
な

の
か
と
い
う
課
題
へ
の
一
つ
の
回
答
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
端
的
に
言
え
ば
、「
何

者
の
言
葉
が
決
意
を
権
威
と
和
解
さ
せ
う
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
本
来
的
行
為
と
は
、
本
質
的
に
将
来
を
志
向
し
つ
つ
、
歴
史
的
共
同
体
の
「
遺
産
」
を

引
き
継
ぎ
反
復
す
る
と
応
え
る
の
で
あ
る
（２１７

�
三
六
〇
頁
）。

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
共
同
体
の
指
導
者
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
不
明
だ
が
、
三
〇

年
代
の
思
索
に
お
い
て
、
芸
術
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
、
詩
人
が
重
要
な
役
割
を
付
託
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
一
九
三
五
年
夏
学
期
の
講
義
『
形
而
上
学
入
門
』
に
お
け
る
新
た
な
共
同
世

界
の
開
示
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
発
言
に
ま
ず
は
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
争
い
は
根
源
的
な
戦
い
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
戦
う

者
を
初
め
て
戦
う
者
と
し
て
登
場
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
戦
い
は
眼
前
に
あ
る
も
の

に
単
に
襲
い
か
か
る
こ
と
で
は
な
い
。
戦
い
は
、
い
ま
ま
で
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も

の
、
語
ら
れ
も
し
な
け
れ
ば
、
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
も
の
を
始
め
て
素
描
し
展
開
す

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
戦
い
を
担
う
者
は
、
創
造
す
る
者
、
詩
人
、
思
索
家
、
政
治
家
た

ち
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
圧
倒
す
る
支
配
に
対
し
て
、
作
品
と
い
う
塊
を
投
げ
、
こ
う
し

て
開
か
れ
た
世
界
を
作
品
の
中
に
呪
縛
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
と
と
も
に
、
支
配
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
ピ
ュ
シ
ス
が
、
現
成
す
る
も
の
の
中
で
、
存
立
に
到
来
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
初
め
て
存
在
者
が
存
在
者
と
な
る
。
こ
う
い
う
世
界
生
成
こ
そ
本
来
の
意
味
で

の
歴
史
で
あ
る
。（E

M
，
６６

）

（１９）２３２

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



今
ま
で
に
聞
い
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
語
ら
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
本
来

的
歴
史
の
地
平
・
場
を
切
り
開
く
に
は
、「
根
源
的
な
戦
い
」
が
不
可
欠
だ
と
言
う
。
歴
史

的
現
存
在
は
、
自
ら
の
共
同
体
空
間
で
あ
る
ポ
リ
ス
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す

べ
く
行
為
す
る
わ
け
だ
が
、
詩
人
、
思
索
者
、
政
治
家
な
ど
は
、
既
成
の
意
味
空
間
を
批
判

し
解
体
す
る
「
暴
力
的
な
者
」、「
歴
史
的
な
場
所
に
お
い
て
卓
越
し
た
者
」
で
あ
る
限
り
、

「
ポ
リ
ス
な
き
者
」
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
は
、
創
造
す
る
者
と
し
て
、「
定

め
も
限
界
も
な
く
、
構
造
も
秩
序
も
な
い
者
」
と
し
て
、
ポ
リ
ス
の
既
成
の
秩
序
か
ら
相
対

的
に
自
由
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（１６２

）。
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
ク
シ
ス
を
「
一
種
の
根

源
的
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
」
と
し
て
、「
政
治
的
な
も
の
」
が
あ
る
特
定
の
創
設
者
に
よ
る
作
品

と
み
な
さ
れ
る
と
き
、
政
治
的
領
域
で
の
闘
争
は
、
平
等
な
討
議
の
参
加
者
に
よ
る
闘
争
で

は
な
く
、「
存
在
論
的
次
元
」
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
闘
争

は
、「
世
界
と
大
地
と
の
間
の
闘
争
で
あ
り
、
共
同
体
の
政
治
的
生
活
と
、
は
る
か
な
過
去

に
起
こ
っ
た
完
全
に
神
秘
的
な
創
設
と
の
間
の
闘
争
な
の
だ
。
そ
の
闘
争
を
言
葉
に
表
す
も

の
は
、
創
設
者
か
つ
保
持
者
と
し
て
作
品
に
よ
っ
て
存
在
を
獲
得
し
て
い
る
者
の
詩
的
な
言

葉
以
外
に
は
な
い
」（２２４

�
三
七
一
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
為
と
製
作
を
峻
別
す
る

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
の
枠
組
み
を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
考
察
す
る
と
き
、
意
志

を
持
つ
主
体
の
暴
力
性
を
緩
和
す
べ
く
存
在
へ
の
聴
従
を
説
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
考

察
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、
そ
れ
も
詩
作
と
し
て
の
政
治
へ
と
帰
着
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。
日
常
性
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
我
々
の
視
野
か
ら
見
え
な
く
な
っ
て

い
る
暴
力
性
を
暴
き
出
し
、
人
間
性
を
救
い
出
す
べ
く
、
総
駆
り
立
て
体
制G

e-stell

か
ら

脱
出
し
、
人
間
の
住
ま
う
新
た
な
空
間
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
ポ
リ
ス
な
き
者
を

登
場
さ
せ
、
こ
の
者
の
暴
力
性
を
ど
う
正
当
化
す
る
の
か
と
い
う
新
た
な
難
問
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
る
。
行
為
と
思
考
の
同
一
性
に
定
位
し
つ
つ
、
根
源
的
な
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
し
て

政
治
的
な
次
元
を
捉
え
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
は
そ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
内
包

し
て
い
る
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
解
釈
学
的
循
環
を
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
正

し
く
踏
み
込
む
と
い
う
問
題
が
回
帰
し
て
く
る
。
こ
の
循
環
を
ど
う
生
き
る
か
、
そ
の
循
環

に
お
い
て
他
者
と
の
出
会
い
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
。
そ
の
こ
と
が
い
ま
や
問
わ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

三
―
三

人
間
の
存
在
体
制
と
し
て
の
「
内
向
的
な
対
向
性

d
ie
inw
end
ig
e
G
eg
enw
end
ig
keit

」

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
河
を
詩
作
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
に
生
成
す

る
人
間
が
、
故
郷
を
見
失
っ
た
状
態
か
ら
故
郷
を
得
て
休
ら
う
よ
う
に
な
る
生
成
過
程
を
語

っ
て
い
る
４
。
そ
れ
故
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
は
、
歴
史
的
西
洋
的
人
間
の
歴
史
の
詩
作

と
し
て
、「
か
の
異
国
の
詩
人
た
ち
と
の
歴
史
的
対
話
」、
と
り
わ
け
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
ア

ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
と
の
対
話
を
不
可
避
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
（H

I，
７９

）。
な
ぜ
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
は
こ
の
よ
う
な
特
権
性
を
持
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
５
。「
河
の
詩
作

Strom
dichtung

」
と
し
て
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
で
は
、
根
源
的
に
詩
作
さ
れ
る
べ
き

詩
作
の
本
質
、
つ
ま
り
「
聖
な
る
も
のdas

H
eilige

」
が
性
起
す
る
。「
聖
な
る
も
の
」
と

は
、
神
々
を
「
越
え
てüber

」
神
々
自
身
を
規
定
し
、
歴
史
的
人
間
が
住
ま
う
あ
り
様
を

そ
の
本
質
に
も
た
ら
す
、
つ
ま
り
「
四
者
連
関das

G
eviert

」
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
と
い
う
彷
徨die

W
anderschaft

des

U
nheim

ischseins

」
を
経
験
し
、「
故
郷
を
得
て
休
ら
う
に
到
る
帰
郷die

O
rtschaft

des

H
eim

ischw
erdens

」
に
向
け
て
詩
作
す
る
精
神
の
担
い
手
が
、「
人
間
と
神
々
と
の
中
間

das
»Zw

ischen«
zw

ischen
M

enschen
und

G
öttern

」、
つ
ま
り
「
半
神
」
と
し
て
の

河
で
あ
り
詩
人
な
の
で
あ
る
（１７３

）。
そ
れ
ゆ
え
、
河＝

詩
人
が
、
土
地
を
拓
き
人
間
の
住

ま
う
基
盤G

rund

を
「
建
立
す
るstiften

」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（１８２

）。「
イ
ス
タ

ー
」
の
第
二
聯
に
お
い
て
、
イ
ス
タ
ー
川
が
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人＝

半
神
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
そ
の

森
陰
と
水
源
へ
客
と
し
て
招
い
た
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
河＝

詩
人
が
、
ア
ジ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ

へ
の
彷
徨
か
ら
帰
郷
し
て
休
ら
ぎ
を
得
た
と
し
て
も
、
彷
徨
の
経
験
は
依
然
と
し
て
本
質
的

寿

卓

三

（２０）２３１



な
規
定
力
を
保
持
し
続
け
る
。
つ
ま
り
、「
表
現
の
明
晰
」
を
特
質
と
す
る
故
郷
の
対
自
化

に
は
、「
天
の
火
」
の
体
現
者
で
あ
る
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
現
存
す

る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
い
う
客
人
は
、
コ
ロ
ニ
ー
へ
の
彷
徨
を
回

想
さ
せ
、「
固
有
の
も
の
の
習
得die

A
neignung

des
E

igenen

」
が
、「
異
国
の
も
の
と

の
対
決
で
あ
る
と
同
時
に
異
国
の
も
の
を
客
と
し
て
迎
え
る
対
話die

A
useinander-

setzung
und

gastliche
Zw

iesprache
m

it
dem

Frem
den

」
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
わ
け
で
あ
る
（１７７

）。
こ
の
対
話
の
担
い
手
と
し
て
の
詩
人
と
い
う
こ
と
に
関

連
づ
け
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
イ
ス
タ
ー
」
第
三
聯
に
お
け
る
「
印ein

Zeichen

」
と
い

う
謎
め
い
た
表
現
を
解
釈
す
る
。

河
が
乾
い
た
土
地
を
行
く
は
故
な
し
と
し
な
い
。
だ
が
如
何
に
流
れ
ゆ
く
の
か
。

河
は
即
ち
言
葉Sprache

と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
つ
の
印
が
必
要
な
の
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
印
を
河
・
詩
人
・
半
神
と
同
一
視
す
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る

Sprache

と
は
、
単
な
る
「
表
現
」
手
段
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
本
来
的
根
源
的
な
意

味
で
の
言
葉
、
即
ち
語die

Sprache
im

eigentlichen
und

ursprünglichen
Sinne:

das
W

ort

」（１８８

）６
で
あ
り
、
か
か
る
語
の
体
現
者
と
し
て
の
詩
人
が
、
印
そ
の
も
の
で

あ
り
、
か
か
る
印
と
し
て
の
詩
人
が
今
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
回

想
」
の
最
終
詩
節
に
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
留
ま
る
の
を
建
て
る
の
は
詩
人
」
な
の
だ

か
ら
。
印
、
半
神
、
河
、
詩
人
と
い
う
言
葉
は
、
詩
人
が
、「
四
者
連
関
」
を
開
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
歴
史
的
存
在
と
し
て
、
故
郷
を
得
て
休
ら
い
「
死
す
べ
き
も
の
」
と

し
て
の
あ
り
方
を
全
う
す
る
た
め
の
地
平
を
切
り
拓
く
こ
と
を
示
す
（１９２

）。
こ
の
死
す
べ

き
も
の
ら
が
そ
の
生
を
全
う
し
う
る
地
平
を
切
り
拓
く
詩
人
の
言
葉
、
歌G

esang

に
つ
い

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
「
内
気
」
を
解
釈
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
一
な
る
孤
独
の
獣ein

einsam
W

ild

」
と
し
て
の
歌
が
属
す
る
の
は
、
人
間
の
領

域
で
は
な
く
「
原
野die

W
ildnis

」
で
あ
り
、
最
高
の
も
の
と
原
野
と
の
「
中
間das

Zw
ischen-B

eiden

」
で
あ
る
（A

G
，
９８

）。
な
ぜ
歌
が
孤
独
な
獣
な
の
か
。
歌
人＝

詩
人

は
、「
時
の
転
換die

W
ende

der
Zeit

」
に
際
し
、
自
分
た
ち
の
時
代
か
ら
身
を
引
き
離

し
て
、
み
ず
か
ら
を
強
く
し
て
く
れ
る
ま
ど
ろ
み
の
中
に
引
き
籠
も
ろ
う
と
す
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
転
換
の
前
に
は
「
乏
し
き
時
代
」
が
訪
れ
、
人
々
は
み
ず
か
ら
の
窮
乏
を
満
た

す
こ
と
を
専
ら
と
し
て
、
詩
人
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（１０１

f．

）。
し
か
し
、「
天

の
神
」
は
、
そ
の
重
責
に
堪
え
き
れ
ず
眠
り
込
も
う
と
す
る
歌
人
を
覚
醒
さ
せ
、
時
代
が
転

換
す
べ
く
、
人
々
に
天
な
る
も
の
を
も
た
ら
す
よ
う
鼓
舞
す
る
（１０７

）。
そ
の
時
、
歌
は
、

人
間
と
神
々
そ
れ
ぞ
れ
の
「
運
命das

Schicksal

」
を
結
集
し
た
「
宿
命das

G
eschick

」、

つ
ま
り
「
四
者
連
関
」
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
に
そ
の
住
処
を
指
し
示
す
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
指
示
が
人
々
の
心
に
響
く
た
め
に
は
、
ひ
と
が
、「
彼
ら
の
も
と

に
訪
れ
て
く
る
天
な
る
も
のdie

einkehrende
H

im
m

liche

」
と
「
一
体
と
な
っ
て

beieinander

」
大
地
の
上
に
住
ま
う
も
の
、
つ
ま
り
、「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
自
己

の
固
有
の
あ
り
方
を
対
自
化
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
（１０６

）。「
い
さ
お
し
は
多
し
、

さ
れ
ど
ひ
と
は
こ
の
大
地
の
上
で
詩
人
的
に
住
ま
う
」
と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
は
、

四
者
連
関
と
し
て
の
世
界
の
開
けLichtung

の
う
ち
に
住
ま
う
と
き
に
ひ
と
は
初
め
て
、

「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
そ
の
十
全
性
に
お
い
て
全
う
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
な
る
も
の
・
大
地
な
る
も
の
・
神
々
し
き
も

の
・
死
す
べ
き
も
の
と
い
う
「
裂
け
目R

iß

」７
を
持
ち
な
が
ら
も
統
一
的
な
関
係
に
あ
る

四
者
連
関
が
、
ば
ら
ば
ら
に
解
体
し
て
し
ま
う
と
き
、
人
間
は
も
は
や
死
す
べ
き
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
対
象
で
す
ら
な
く
、
徴
用
に
向
け
て
備
蓄
さ
れ
た
「
在
庫
品
」
と
し
て
大
量
に

生
産
さ
れ
る
死
に
さ
ら
さ
れ
た
存
在
者
に
過
ぎ
な
く
な
る
。『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
義
』
に
お
け

る
死
に
つ
い
て
の
一
見
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
発
言
８
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
把
握

さ
れ
る
べ
き
言
説
で
あ
り
、
決
し
て
人
間
の
尊
厳
を
無
み
す
る
も
の
で
は
な
い
。

人
間
は
、
自
己
自
身
を
遠
く
離
れ
た
自
己
疎
外
と
い
う
迂
路
を
と
り
な
が
ら
自
己
自
身
と

（２１）２３０

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
故
、
人
間
は
、
自
己
を
見
出
せ
ず
、「
故
郷
に
い
な
い

N
icht-heim

ische

」
と
い
う
仕
方
で
「
故
郷
的
な
も
の
を
得
る
こ
と
」
を
「
そ
の
関
心
事

seine
Sorge

」
と
す
る
存
在
者
、
つ
ま
り
「
内
向
的
な
対
向
性die

inw
endige

G
egen-

w
endigkeit

」
を
そ
の
存
在
体
制
と
す
る
存
在
者
で
あ
る
（H

I，
８７
，
９６
，
１０３

）。
存
在
を

忘
却
し
、
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
存
在
体
制
が
人
間
の
特
異
性

を
構
成
す
る
の
で
あ
る
（９４

）。

こ
の
「
人
間
の
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
」
は
、
本
来
的
な
も
の
と
非
本
来
的
な
も
の
と
に

二
分
さ
れ
る
。
両
者
の
区
別
は
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
「
悲
劇
全
体
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
冒

険die
im

ganzen
der

T
ragödie

sich
vollziehende

W
agnis

」（１４６

）
を
通
し
て
決
定

さ
れ
る
。「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
の
人
間
は
、「
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
」
で
は
あ
る
が
、

こ
の
否
定
語
「un

」
を
単
に
否
定
的
に
受
け
と
っ
て
、「
故
郷
な
る
も
の
か
ら
の
離
去
、
脱

出das
bloße

Fortgehen
und

A
usbrechen

aus
dem

H
eim

ischen

」
を
人
間
の
本
質

と
し
て
捉
え
る
の
が
、「
人
間
の
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
」
に
関
す
る
非
本
来
的
把
握
で
あ

る
。「
好
奇
心
」
に
駆
ら
れ
て
新
規
な
場
所
を
次
々
に
訪
ね
て
は
そ
こ
を
捨
て
て
「
流
離
う

U
m

herfahren

」
こ
と
に
喜
び
や
満
足
を
見
出
す
地
盤
を
喪
失
しB

odenlosigkeit

、
故
郷

な
き
ま
まhaim

atlos

に
と
ど
ま
る
「
冒
険
者der

A
benteurer

」
は
、
流
離
い
つ
つ
も
、

「
自
分
の
此
処sein

H
iesiges

」、
つ
ま
り
「
故
郷
な
る
も
のdas

H
eim

ische
」
を
求
め

る
の
だ
が
、「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」
に
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
至
る
所
彼
方
へ
と
わ
た
り

ゆ
き
旅
す
る
と
も
、
人
間
は
、
経
験
な
く
逃
れ
道
な
く
、
何
物
か
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
な

い
」。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
冒
険
者
の
存
在
の
あ
り
方
に
は
、
デ
イ
ノ
ン
の
本
質
で
あ
る
「
対

向
的
な
も
のdas

G
egenw

endige

」
が
立
ち
現
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（８９

）。
彼
ら

は
、「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
」
合
唱
歌
の
結
語
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、「
炉
の
も
と
で
我
が
親
し

き
も
の
と
は
な
り
え
ぬ
」
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
炉＝

故
郷
か
ら
の
排
斥
と
い
う
事
態
は
、

「
は
た
し
て
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
と
い
う
人
物
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」（１２１

）。

こ
の
結
語
部
分
が
排
斥
す
る
の
は
、「
非
本
来
的
な
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
」
だ
け
で
あ
り
、

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
は
妥
当
し
な
い
。
彼
ら
と
異
な
り
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
、「
デ
イ
ノ

ン
の
領
域
内
部
に
お
け
る
最
高
の
冒
険
」
を
通
し
て
、「
死
と
血
へ
の
帰
属
性
」
と
い
う

「
存
在
へ
の
連
関
」
が
「
人
間
の
本
来
的
な
故
郷
な
ら
ざ
る
在
り
方
」
だ
と
す
る
知
を
体
得

し
た
存
在
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
死
と
人
間
存
在
、
人
間
存
在
と
肉
体
的
生
命

（
血
）、
こ
の
両
者
は
、
無
関
係
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
そ
の
つ
ど
相
互
に
帰
属
す

るgehören
jew

eils
zusam

m
en

」
の
で
あ
る
。
人
間
は
、「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
、

「
人
間
の
存
在
へ
の
関
連der

B
ezug

des
M

enschen
zum

Sein

」
を
切
り
拓
き
、「
四

者
連
関
」
の
う
ち
に
住
ま
う
の
で
あ
る
。「
一
切
の
存
在
者
の
中
で
最
も
故
郷
な
ら
ざ
る
あ

り
様
を
完
遂
す
るdieses

U
nheim

ischsein
in

allem
Seienden

durchm
achen

」
ア
ン

テ
ィ
ゴ
ネ
ー
こ
そ
は
、
本
来
的
に
最
も
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
を
体
現
す
る
者
な
の
で
あ
る

（１４６
f．

）。

先
の
結
語
部
は
、
更
に
続
け
て
「
ま
た
そ
の
者
の
想
い
と
も
、
我
が
知
の
関
わ
る
こ
と
は

よ
も
や
あ
る
ま
い
」
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
知
プ
ロ
ネ
イ
ン
は
、
単
に
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス

と
い
う
詩
人
の
専
有
物
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
詩
作
的
知ein

dichtendes
W

issen

」

（１３８

）
で
あ
る
。「
詩
作
の
本
質
」「
詩
作
す
る
発
見dieses

dichtende
E

r-finden

」
は
、

存
在
者
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
、「
語
り
つ
つ
存
在
を
見
出
す
こ
とein

sagendes

Finden
des

Seins

」
で
あ
り
、
人
間
の
「
存
在
自
体
へ
の
帰
属
性
」、
つ
ま
り
、
大
地
に
お

い
て
詩
人
の
如
く
に
住
ま
う
人
間
が
、「
存
在
に
お
い
て
故
郷
を
得
て
休
ら
っ
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
存
在
者
の
中
で
は
最
も
故
郷
に
あ
ら
ざ
る
者
」
で
あ
る
こ
と
を
開
示
す
る
の
で
あ
る

（１４９
f．

）。
で
は
、
最
も
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
の
体
現
者
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
を
そ
の
他
の

人
間
か
ら
区
別
す
る
の
は
何
か
。
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
イ
ス
メ
ー
ネ
と
ア
ン
テ
ィ

ゴ
ネ
ー
の
次
の
対
話
の
解
釈
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

イ
ス
メ
ー
ネ
�
始
め
と
し
て
し
か
し
、
か
の
逆
ら
っ
て
は
何
事
も
果
た
し
き
れ
ぬ
事
柄

（
タ
メ
カ
ナ
）
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
相
応
し
く
な
いun-

寿

卓

三

（２２）２２９



schicklich

で
し
ょ
う
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
�
あ
な
た
が
そ
う
言
う
時
、
あ
な
た
は
私
に
由
来
す
る
憎
悪
の
な
か
に

立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
憎
悪
の
中
で
や
は
り
あ
な
た
は
死
者
の
方
に
歩
み
よ
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
当
然
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
こ
と
は
、
私
と
、
危
険
で
あ
り
困
難

で
あ
る
こ
と
を
私
を
通
じ
て
助
言
す
る
も
の
と
に
任
せ
て
お
き
な
さ
い
。
そ
の
声
は
、

今
こ
こ
で
現
れ
よ
う
と
す
る
不
気
味
な
も
の
を
、
己
が
本
質
の
中
へ
と
引
き
受
け
よ

と
命
じ
て
い
る
の
で
す
。

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
自
分
の
行
為
が
、
イ
ス
メ
ー
ネ
や
死
ん
だ
兄
の
憎
悪
を
引
き
起
こ
す

こ
と
は
当
然
だ
と
明
言
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
女
が
、
イ
ス
メ
ー
ネ
の
判
断
と
は
逆
に
、

「
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
は
何
事
も
果
た
し
え
な
い
事
柄
」
を
わ
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
こ
そ

が
、「
最
高
に
不
気
味
な
も
の
」（１２７

）
と
し
て
の
自
分
に
「
相
応
し
い
」
の
だ
と
い
う
判

断
を
表
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
、
す
べ
て
の
「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
」

を
す
る
者
を
立
ち
越
え
てübertreffen

、
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
の
中
に
存
在
す
る
。
ア
ン

テ
ィ
ゴ
ネ
ー
と
ク
レ
オ
ン
は
、
等
し
く
「
す
べ
て
の
存
在
者
の
場
所
」
を
立
ち
越
え
て
そ
び

え
て
い
るüberragen

が
、
ク
レ
オ
ン
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
場
所
に
と
ど
ま
り
つ
つ
他

の
人
た
ち
に
対
し
て
そ
び
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
、

「
端
的
に
故
郷
な
ら
ざ
る
も
のunheim

isch
schlechthin

」
と
し
て
、
こ
の
場
所
の
外
に

踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
（１２８

f．

）。
彼
女
が
「
死
者
礼
拝
」「
血
縁
関
係
」
と
い
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
一
言
も
語
ら
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、「
そ
も
そ
も
存
在
者
に
つ
い
て
は
全
く

語
っ
て
い
な
い
」
こ
と
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
注
目
す
る
（１４４

）。
で
は
、
彼
女
が
語
っ
て
い
る

唯
一
の
こ
と
と
は
何
か
。
不
気
味
な
も
の
と
し
て
の
自
己
の
本
質
を
引
き
受
け
る
よ
う
に
ア

ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
助
言
す
る
声
は
、
ク
レ
オ
ン
の
従
う
人
間
の
定
め
た
「
掟nom

os

」
に

由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
切
の
存
在
者
に
先
ん
じ
て
既
に
現
れ
て
い
る
声
で
あ
る

（１４５
f．

）。
合
唱
歌
結
語
に
お
け
る
故
郷
な
ら
ざ
る
者
の
排
斥
は
、
存
在
が
人
間
の
故
郷＝

炉
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
真
理
を
開
示
す
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
、
人
間
の
本
来
的
な
故

郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
を
、「
存
在
自
体
へ
の
帰
属
性
」、
つ
ま
り
「
故
郷
を
得
て
住
ま
う
に
至

る
こ
と
に
お
い
て
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
」（１５０

）
と
し
て
具
現
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

存
在
と
存
在
者
の
区
別
と
い
う
一
見
無
味
乾
燥
な
問
題
構
成
は
、「
不
気
味
さ
」
と
い
う

人
間
存
在
の
特
異
性
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
創
造
的
対
話
を
通
し
て
、

彷
徨
と
帰
郷
と
の
「
内
向
的
対
向
性
」
と
し
て
人
間
の
真
実
を
捉
え
る
地
平
を
切
り
拓
く
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
人
間
の
本
来
性
を
「
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
性
」
と
い
う
単
独
化
の
内

で
捉
え
る
立
場
を
脱
構
築
し
、「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
四
者
連
関
の
中
で
捉
え
る
「
他

な
る
始
ま
り
」
の
視
圏
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
変
容
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に

お
け
る
断
絶
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
〈
深
化
・
展
開
〉
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、『
存
在

と
時
間
』
に
お
け
る
「
各
私
性
」
の
強
調
は
、
他
者
と
の
共
生
を
非
本
来
性
と
し
て
単
独
化

の
う
ち
に
本
来
性
を
見
よ
う
と
す
る
立
場
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
全
体
性
や
一
般
性

に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
個
的
契
機
へ
の
配
視
と
し
て
解
釈
し
直
す
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
各
私
性
と
い
う
視
点
か
ら
の
平
均
的
日
常
性
批
判
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
創
造

的
対
話
と
い
う
通
路
を
通
し
て
捉
え
返
す
と
き
、
個
人
の
能
動
的
関
与
が
強
制
さ
れ
る
も
た

れ
合
い
的
〈
共
同
社
会
〉
に
対
し
て
、
個
人
の
自
律
性
を
基
盤
と
し
な
が
ら
相
互
に
支
え
合

う
〈
恊
働
社
会
〉
へ
の
通
路
を
切
り
開
く
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
も
あ
な
が
ち
強
弁
で

は
あ
る
ま
い
。
不
気
味
さ
が
も
た
ら
す
不
安
は
、
確
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
基
盤
を
揺
る

が
し
て
破
壊
的
な
結
果
を
招
来
す
る
危
険
性
を
宿
す
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
能

動
性
・
積
極
性
な
る
も
の
が
総
駆
り
立
て
体
制
の
中
で
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
内
な
る
声
に
じ
っ
く
り
と
声
を
傾
け
る
と
い
う
能
動
的
な
受
動

性
を
媒
介
に
し
て
、〈
自
己
〉
を
再
構
築
し
て
い
く
機
縁
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

世
界
内
存
在
の
多
様
な
可
能
性
、
つ
ま
り
歴
史
的
社
会
的
に
変
容
す
る
多
様
な
形
態
に
自

ら
を
さ
ら
し
つ
つ
も
、
流
動
的
に
し
て
固
定
的
な
「
不
変
構
造＝

原
存
在Seyn

」
へ
と
自

（２３）２２８

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



己
を
開
い
て
い
く
営
み
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
住
ま
う
場
所
で
あ
る
エ
ー
ト
ス＝

倫
理
へ
の

問
い
で
も
あ
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
も
と
を
訪
ね
た
異
邦
人
た
ち
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ

も
ま
た
自
ら
思
索
す
る
の
で
は
な
く
、
思
索
者
の
謦
咳
に
接
し
た
と
い
う
「
体
験
」
を
語
る

こ
と
を
目
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
故
郷
喪
失
と
い
う
時
代
の
中
で
住
ま
い
の
別
様
の
可
能
性

を
模
索
し
よ
う
と
す
る
の
か
（W

M
，
３５６

）。
自
己
の
住
ま
う
形
態
と
倫
理
の
在
り
様
を

「
本
来
性
」、「
内
向
的
な
対
抗
性
」
と
い
う
問
題
圏
と
し
て
考
察
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在

論
は
、
総
駆
り
立
て
体
制
と
い
う
同
質
化
の
暴
力
に
抗
し
つ
つ
、
な
お
も
各
人
や
各
共
同
体

の
孤
立
化
と
い
う
事
態
を
回
避
し
て
、
死
す
べ
き
者
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
共
生
し
う
る
形
態

と
倫
理
を
可
能
に
す
る
「
別
様
の
始
ま
り
」
を
準
備
す
る
営
み
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

注
記ハ

イ
デ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
主
な
引
用
お
よ
び
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
引
用
ペ
ー
ジ

数
は
、
原
書
の
頁
数
で
あ
る
。
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
す
る
が
、
文
脈
等
に
応
じ
て
適
宜
変
更
し
て
い
る
。

A
G

D
as

abendländische
G

espräch
１９４６

／１９４８
，

G
A７５

B
P

B
eiträge

zur
Philosophie，

G
A６５

E
B

E
inblick

in
das

w
as

ist

（１９４９

）， G
A７９

E
M

E
inführung

in
die

M
etaphysik，

G
A４０

G
L

G
elasssenheit,N

eske，
１９５９

G
M

D
ie

G
rundbegriffe

der
M

etaphysik,W
elt-E

ndlichkeit-E
insam

keit，
G

A２９
／３０

H
I

H
ölderlins

H
ym

ne
»D

er
Ister«，

G
A５３

H
W

H
olzw

ege，
G

A５

SD
D

ie
Selbstbehauptung

der
deutschen

U
niversitat，

im
G

A１６

SP
D

as
Spiegel-Interview

,
im

“M
artin

H
eidegger

im
G

esprach”,
H

rsg.
von

G
unther

N
eske,

E
m

il
K

ettering,
N

eske，
１９８８

�『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
弁
明
』、

「
理
想
」、N

o.５２０

SZ
Sein

und
Zeit

PA
Parm

enides，
G

A５４

V
A

V
orträge

und
A

ufsätze，
G

A７５

W
M

W
egm

arken，
G

A９

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

[C
onnoly]

C
onnolly,W

illiam
E

.,Identity／
D

ifference
D

em
ocratic

N
egotiations

of

political
Paradox,

C
ornell

U
niversity

Press,１９９１

�
杉
田
敦
、
齋
藤
純
一
、
権

左
武
志

訳
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
差
異
／
他
者
性
の
政
治
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九

八
年
。

[D
reyfus]

D
reyfus,

H
ubert

L.,
H

eidegger
on

G
aining

a
Free

R
elation

to

T
echnology,

in
A

ndrew
Feenberg

&
A

lastair
H

annay
(ed.),

T
he

Politics
of

K
now

ledge,
Indiana

U
niversity

Press,１９９５
.

古
荘
真
敬
訳
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ

の
自
由
な
関
係
の
獲
得
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
」、『
思
想
』、
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
一
年
七
月
号
所
載
。

[LM
]

A
rendt,H

annah,
T

he
Lifofthe

M
ind

,A
H

arvest
B

ook,１９７１

�『
精
神
の
生

活
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年

[Peperzak]
Peperzak,

A
driaan,

E
inige

T
hesen

zur
H

eidegger-K
ritik

von
E

m
-

m
anuel

Levinas,
im

H
eidegger

und
die

praktische
Philosophie

[H
P],

H
rsg.

von
A

nnem
arie

G
ethm

ann-Siefert
und

O
tto

Pöggeler,Suhukam
p,１９８８

[Pöggeler]
Pöggeler,O

tto,H
eideggers

politisches
Selbstverstandnis,im

[H
P]

[R
ockm

ore1]
R

ockm
ore,

T
om

:
O

n
H

eidegger’s
N

azism
and

Philosophy,

U
niversity

ofC
alifornia

Press,１９９２

[R
ockm

ore2]
H

eidegger
on

T
echnology

and
D

em
ocracy,

in
A

ndrew
Feenberg

&

寿

卓

三

（２４）２２７



A
lastair

H
annay

(ed.)
T

he
Politics

of
K

now
ledge,

Indiana
U

niversity
Press,

１９９５

[V
ietta]

V
ietta,

Silvio,
H

eideggers
K

ritik
am

N
ationalsozialism

us
und

an
der

T
echnik,N

iem
eyer,１９８９

[V
illa]

V
illa,

D
ana

R
.,

A
rendt

and
H

eidegger
T

he
Fate

of
the

Plitical,
Princeton

U
niversityPress,１９９６

青
木
隆
嘉
嘉
訳
『
ア
レ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

政
治
的
な
も
の
の
運
命
』、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
四
年

[Zim
m

erm
an]

Zim
m

erm
an,

M
ichael

E
.,

H
eidegger’s

C
onfrontation

w
ith

M
odernity

T
echnology,Politics,and

A
rt,Indiana

U
niversity

Press,１９９０

１

フ
ラ
ン
ツ
ェ
ン
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
い
て
、
哲
学
的
な
も
の
と
政
治
的
な
も
の
と

の
関
係
は
、
決
し
て
必
然
性
（Zw

angsläufigkeit

）
と
い
う
性
格
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い

が
、
偶
然
性
（Zw

angslosigkeit

）
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
も
な
い
と
述
べ
て
い
る

（W
infried

Franzen,
D

ie
Sehnsucht

nach
H

ärte
und

Schw
ere.

Ü
ber

ein
zum

N
S-

E
ngagem

ent
disponierendes

M
otiv

in
H

eideggers
V

orlesung
»D

ie
G

rundbegriffe
der

M
etaphysik«

von
1929/30,

im
H

P,８１

）。
ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
科
学
技

術
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
概
念
は
、
決
し
て
純
粋
な
〈
思
索
〉
の
産
物
で
は
な
く
、
近
代

及
び
産
業
科
学
技
術
の
時
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
運
命
に
関
す
る
関
心
と
結
び
つ
い
て
生
じ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
登
場
と
結
び
つ
く
反
動
的
政
治
運

動
と
多
く
の
共
有
点
を
持
つ
政
治
哲
学
を
展
開
し
た
と
指
摘
す
る
（Zim

m
erm

an，
１３２

）。

ロ
ッ
ク
モ
ア
も
、「
私
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
彼
の
政
治
と
の
結
び
つ
き
を
必
然
的

（necessary

）
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
偶
然
的
（contigent

）
な
も
の
で
も
な
い

と
考
え
て
い
る
」（R

ockm
ore，

４１

）
と
述
べ
て
い
る
。

２
『
ド
イ
ツ
大
学
の
自
己
主
張
』
と
『
世
界
像
の
時
代
』
と
の
中
間
の
時
期
に
属
す
る
『
哲

学
へ
の
貢
献
』
に
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
ナ
チ
の
総
統
で
あ
っ
た
時
期
の
英
国
首
相
で
反
共
主

義
者
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
を
同
一
視
す
る
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ

る
。
こ
こ
で
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
、
当
然
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。「
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ワ
ー
グ
ナ
ー
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
『
形
而
上
学
』
は
、
既
に
創

造
的
に
も
っ
ぱ
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
西
洋
形
而
上
学
の
終
焉
が
依
然
と
し
て

隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
形
而
上
学
の
『
復
活
』
は
ま
た
今
一
度
キ

リ
ス
ト
教
の
教
会
を
そ
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
点
を
指

し
示
し
て
い
る
」（B

P，
１７４

）。
ナ
チ
ズ
ム
の
ニ
ー
チ
ェ
利
用
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
次

元
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
立
っ
て
い
る
。

３

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
へ
の
接
近
と
い
う
「
謎
」
は
、
世
界
を
詩

化
す
るPoetisierung

der
W

elt

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
存
在
経
験

を
対
自
化
す
る
営
み
で
あ
り
、
三
〇
年
代
以
降
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
詩
人
と
思
索
者
と

の
協
力
関
係
が
重
要
な
課
題
と
な
る
と
、
リ
ー
デ
ル
は
指
摘
し
て
い
る
（M

anfred
R

iedel,

Seinserfahrung
der

D
cihtung

H
eideggers

W
eg

zu
H

öldrlin,
in

“V
oll

V
erdienst,

doch

dichterisch
w

ohnet/der
M

ensch
aufdieser

E
rde”

H
eidegger

und
H

ölderlin
,

M
artin-

H
eidegger

G
esellschaft

B
and
６

,
V

ittorio
K

losterm
ann，

２０００
，
２６

f．

）。
こ
の
詩
人

と
思
索
者
と
の
相
互
作
用
と
い
う
発
想
に
も
、
了
解
と
解
釈
と
の
循
環
構
造
と
い
う
ハ
イ
デ

ガ
ー
存
在
論
の
特
質
が
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

４

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
の
編
集
者
で
あ
る
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ビ
ー
メ
ル
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
河
の
讃
歌
が
持
つ
意
味
を
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察

し
て
い
る
。
一
つ
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
河
の
讃
歌
と
取
り
組
む
こ
と
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

「
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
に
お
い
て
人
間
は
故
郷
を
得
る
に
到
る
」（W

alter
B

iem
el,

D
ie

B
edeutung

der
Strom

hym
nen

H
öldelrin

für
H

eidegger,
in

M
artin-H

eidegger-

G
esellschaft

・Schriftreihe
B

and６
，
１１２

）、「
異
国
へ
の
出
立
を
越
え
て
、
精
神
は
帰

還
で
き
る
」（１１３

）
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
根
本
問
題
の
一
つ
に
直
面
す
る
こ
と
に

（２５）２２６

「
公
共
性
」
と
「
開
示
性
」
と
の
あ
わ
い



な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
帰
郷
に
し
て
彷
徨
と
し
て
の
河der

Strom
als

O
rtschaft

und
W

anderschaft

」（１１２

）
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
る
大
地
が
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
に
と
っ
て
、
聖
な
る
自
然
に
属
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
に
と
っ
て
も
、
故
郷
を
得
て
住
ま
う
た
め
の
基
盤
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
次
に
第
二
の
観
点
は
、
半
神
の
本
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
に
注
目
す
る
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
半
神
を
詩
作
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
「
詩
作
の
本
質
を
詩
作
す
る
詩
人der

D
ichter

der

D
ichtung

」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（１１６

）。
で
は
、
大
地
や
半
神
と
い
う
位
相
が
切
り
拓

か
れ
る
こ
と
に
一
体
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ビ
ー
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
大
地
や

半
神
に
定
位
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
理
解
と
科
学
技
術
的
文
明
社
会
に

お
け
る
世
界
理
解
と
は
鋭
く
対
立
す
る
（１２１
）。
前
者
に
耳
を
ふ
さ
ぎ
、
後
者
の
み
が
支
配

的
に
な
る
と
き
、「
人
間
は
こ
の
地
上
で
故
郷
を
得
る
と
い
う
こ
とauf

der
E

rde

heim
isch

w
erden

を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
」（１２０
）。
こ
の
こ
と
は
、
人
類
が
世
界
戦

争
や
世
界
の
崩
壊
と
い
う
新
た
な
危
険
性
に
直
面
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

５

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
生
成
史
的
に
追
究
す
る
ジ
ー
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、「
形
而
上
学
の
領
域
を
踏
み
越
え
て
い
く
徴
候
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
う
ち
に
見

出
し
て
い
る
。
彼
自
身
も
彼
の
歴
史
思
索
に
お
い
て
、
形
而
上
学
を
踏
み
越
え
て
い
く
よ
う

な
思
索
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
」（Susanne

Ziegler,
H

eidegger,
H

ölderlin
und

α
λη

θεια
M

artin
H

eideggers
G

eschichtsdenken
in

seiner
V

orlesungen
１９３４

／３５
bis

１９４４
,

D
unker

&
H

um
blot,１９９１

，
２５３

）。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
な
か
に
形
而
上
学

の
克
服
と
い
う
共
通
の
問
題
意
識
を
看
取
す
る
が
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ル
ダ

ー
リ
ン
は
特
権
的
詩
人
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

６

ジ
ー
グ
ラ
ー
も
、「
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
後
期
作
品
に
お
け
る
言
葉
の

思
索
は
、
と
り
わ
け
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
講
義
の
中
で
も
主
と
し
て
、

ベ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
ァ
ー
へ
の
手
紙
お
よ
び
『
パ
ン
と
葡
萄
酒
』
の
読
み
方
と
の
対
話

A
useinandersetzung

に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
」（Ziegler，

２６３

）
と
述
べ
て
い
る
。
さ

ら
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
将
来
の
歴
史
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
勢
力
範
囲
と
時
空
間
に
基

づ
い
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
後
拡
大
さ
れ
て
、
こ
の

領
域
が
単
純
に
言
葉die

Sprache

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
」（２６９

）
と
指
摘
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
「
語das

W
ort

」
の
用
法
は
、
明
ら
か
に
一
九
五
〇
年
の
講
演
「
語das

W
ort

」

と
関
連
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ト
ゥ
ラ
ー
ク
ル
の
詩
「
冬
の
夕
べ
」
に
関
す
る
考
察
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
る
「
四
者
連
関das

G
eviert

」
の
開
示
と
い
う
視
点
は
、
後
に
考
察
す

る
よ
う
に
、
イ
ス
タ
ー
が
「
美
し
く
住
ま
う
」
あ
り
方
の
解
釈
の
中
で
示
さ
れ
る
方
向
を
よ

り
明
確
に
打
ち
だ
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

書
簡
』
に
お
い
て
、「
言
葉
」
は
「
存
在
の
住
処das

H
aus

des
Seins

」（W
M
，
３１３

）

と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
に
典
型
的
な
よ
う
に
、「
基
準
を
与
え
る

語das
M

aß-gebende
W

ort

」
に
よ
っ
て
、
人
間
の
本
質
が
ポ
リ
ス
へ
の
帰
属
性
に
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
言
え
よ
う
（H

I，
１０２

）。「
夕
べ
の
国
の
対

話
」
に
お
い
て
も
、
言
葉
が
人
間
の
住
ま
う
家
と
の
関
連
で
捉
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
存
在

の
住
処
と
し
て
「
四
者
連
関
」
を
開
示
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（A

G
，
１７６

）。

７
「
芸
術
作
品
の
起
源
」
に
お
い
て
、
世
界
と
大
地
の
争
い
の
中
で
生
じ
る
「
裂
け
目
」
は
、

亀
裂
を
拡
大
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
対
向
し
合
う
も
の
を
合
一
し
た
根
拠
に
基
づ
い
て
彼
ら

の
統
一
性
へ
と
結
集
さ
せ
るzusam

m
enreißen

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（H

W
，
５１

）。

８

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
農
業
は
、
今
日
で
は
、
大
地
を
耕
し
て
、
種
を
蒔
き
、
種
が
伸

び
栄
え
る
よ
う
に
守
り
育
て
る
と
い
う
農
夫
の
仕
事
か
ら
、
機
械
化
さ
れ
た
食
料
生
産
へ
と

変
容
し
た
。
こ
の
「
徴
用
へ
と
駆
り
立
て
るbestellen

」
と
い
う
根
本
体
制
は
、
農
業
だ

け
で
な
く
、
絶
滅
収
容
所
の
ガ
ス
室
に
お
け
る
死
体
の
製
造
、
他
国
を
飢
餓
へ
と
追
い
込
む

経
済
封
鎖
、
さ
ら
に
は
水
素
爆
弾
の
製
造
と
い
う
事
象
を
貫
徹
し
、「
故
郷
喪
失
性
」
を
押

し
進
め
る
（E

B
，
２７

）。

寿
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