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ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価

―
―
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
貫
く
視
座
　
―
―

寿
　
　
　
卓
　
三
（
倫
理
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・
哲
学
研
究
室
）

一
　
「
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
性
」
か
ら
「
死
す
べ
き
も
の
」
へ

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
（G

A
79,s.27

）。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
死
の
本
質
は
立
て
塞
が
れ
て
し
ま
い
、
人
間
は
他
の
生
命
体
同

様
に
、
単
に
そ
の
生
を
終
え
る
存
在
者
に
過
ぎ
ず
、
も
は
や
「
死
す
べ
き
も
の
」
で
は
な
い

(s.56)

。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
「
彼
方
」
を
目
指
す

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
非
倫
理
性
の
証
と
し
て
、
マ
ル
ク
ー
ゼ
を
始
め
と
し
て
多
く
の
思
想
家

の
批
判
を
招
く
こ
と
に
な
る

１

。
し
か
し
、
先
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
説
は
、
彼
の
存
在
論
的

思
考
の
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
証
し
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
根
源
的
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
つ
ま
り
、
人
間
が
も
は
や
主
体
・
主
観
に
対
置
さ
れ
る
客
体
・
対
象
で
す

ら
な
く
、「
総
駆
り
立
て
体
制G

e-stell

」
に
組
み
込
ま
れ
た
「
在
庫
品B

estand

」
へ
と
変

容
し
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
人
間
の
尊
厳
を
回
復
す
る
新
た
な
可
能
性
を
探
究
す
る
試
み

と
し
て
解
釈
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
学
長
職
退
任
後
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
と
の
対
話
を
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
非
本
来
性
・
本
来
性
と
い
う
問
題
構
成
の
脱

構
築der

A
bbau

の
試
み
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
可
能
性
を

探
る
の
が
、
こ
の
小
論
の
基
本
課
題
で
あ
る
。
こ
の
考
察
は
、
存
在
と
存
在
者
と
の
区
分
と

い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
固
有
の
問
題
構
成
が
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
視
野

を
切
り
拓
く
こ
と
に
な
る
の
か
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

小
論
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
の
在
処
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
い
さ
さ
か
唐

突
で
は
あ
る
が
、「
何
で
も
大
き
な
船
に
乗
っ
て
い
る
。
こ
の
船
が
毎
日
毎
夜
す
こ
し
の
絶

間
な
く
黒
い
煙
を
吐
い
て
浪
を
切
っ
て
進
ん
で
行
く
。
凄
じ
い
音
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ど
こ

へ
行
く
ん
だ
か
分
ら
な
い
。」
と
い
う
被
投
的
事
実
性
の
記
述
で
始
ま
る
夏
目
漱
石
の
短
編

『
夢
十
夜
』
の
「
第
七
夜
」
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
視
点
か
ら
捉
え
返
し
て
み
よ
う
。
ど

こ
へ
向
か
う
の
か
不
明
な
こ
の
大
き
な
船
に
乗
っ
て
い
る
の
は
、「
自
分
」
の
ほ
か
、「
船
の

男
」、「
水
夫
」、
そ
し
て
、
異
人
も
含
む
多
種
多
様
な
乗
客
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
相
互
に
無

関
係
で
自
閉
的
自
己
完
結
的
空
間
を
生
き
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、「
大
き
な
船
」
と

い
う
彼
ら
の
存
在
基
盤
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
を
共
有
し
て
お
り
、「
自
分
」
の
よ
う
に
、

「
い
つ
陸
へ
上
が
れ
る
」
の
か
、
ま
た
「
ど
こ
へ
行
く
の
だ
か
知
れ
な
い
」
と
い
う
思
い
で

「
心
細
く
な
っ
た
」
り
す
る
こ
と
は
な
い
。「
自
分
」
が
、
存
在
者
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す

る
「
基
盤W

oraufhin
」
で
あ
る
「
適
所
全
体
性B

ew
andtnisganzheit

」
と
し
て
の
「
世

界
」
に
違
和
感
を
抱
き
不
安
の
中
で
彷
徨
っ
て
い
る
の
に
対
し
、「
日
常
的
自
己
存
在
」
で
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あ
る
「
ひ
とdas

M
an

」
と
い
う
存
在
様
態Seinsm

odus

を
生
き
る
人
々
は
、「
世
界
と
の

親
密
性die

V
ertrautheit

m
it

W
elt

」（SZ,s.86

）
に
う
ま
く
適
合
し
住
み
込
ん
で
い
る
。

概
し
て
ひ
と
は
、
常
に
他
者
と
何
ら
か
の
関
係
を
結
びM

iteinandersein

、
無
意
識
の
う

ち
に
他
者
と
の
「
差
異die

A
bsta

：ndigkeit

」
に
気
を
配
っ
て
い
る
。「
出
る
杭
は
打
た
れ

る
」
の
諺
通
り
、「
あ
ら
ゆ
る
優
越
は
寂
然
と
抑
圧
さ
れ
る
」(s.127)

。
特
定
の
誰
と
い
う

こ
と
で
も
、
合
計
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
誰
も
が
そ
れ
で
あ
る
「
ひ
と
」
は
、
そ
れ
と
確

認
で
き
ず
目
立
た
な
い
か
た
ち
で
、
そ
の
「
固
有
の
独
裁
」
を
ふ
る
い
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常

の
立
ち
居
振
る
舞
い
を
そ
の
す
み
ず
み
ま
で
規
定
し
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
可
能
性
を
「
平
均

化D
urchschnittlichkeit

」、「
平
坦
化Einebnung

」
す
る(s.126f.)

。「
差
異
」「
平
均
化
」

「
平
坦
化
」
を
特
徴
と
す
る
「
誰
で
も
な
い
者das

N
iem

and

」
で
あ
る
「
ひ
と
」
が
、
あ

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

O
：ffentlichkeit

」
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
、
日
常
的
出
来
事
の
当
事
者
と
し
て
個

人
的
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
存
在
軽
減Seinsentlastung

）（s.127f.

）。
お
互

い
に
無
関
係
に
自
己
完
結
的
空
間
を
生
き
て
い
る
か
に
見
え
る
先
の
船
員
や
乗
客
達
は
、
こ

の
「
ひ
と
」
と
し
て
の
存
在
性
格
を
等
し
く
共
有
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、「
自
分
」

と
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

２

。
両
者
の
決
定
的
断
絶
を
い
ま
少
し
踏
み
込
ん

で
見
て
お
こ
う
。

平
均
的
公
共
的
解
釈
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
根
本
的
存
在
様
式
で
あ
る
「
情
態
性

B
efindlichkeit

」
に
対
し
て
も
模
範
を
示
し
、
わ
れ
わ
れ
が
何
を
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
人

生
の
重
要
事
に
ど
う
対
処
し
て
い
く
べ
き
か
の
決
定
に
ま
で
そ
の
影
響
力
を
及
ぼ
す
。
わ
れ

わ
れ
は
誰
一
人
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
性
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、
裸
の
世
界
と
直
接
向
き

合
う
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（s.169f.

）。
そ
の
限
り
で
は
、「
自
分
」
と
他
の
人
々
と
の

間
に
相
違
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、「
ひ
と
の
日
常
的
な
公
共
性
」
が
も
た
ら
す

「
慰
撫
的
な
自
己
安
全
感
」
や
「
自
明
的
な
『
わ
が
家
に
在
る
こ
と
』das

selbstversta

：

ndliche

》Zuhause-sein

《
」(s.188f.)

と
い
う
情
態
性
を
生
き
て
い
る
か
否
か
に
お
い
て

両
者
は
決
定
的
に
異
な
る
。「
日
常
的
親
密
性
が
崩
壊
」
し
、「
世
界
内
存
在
」
で
あ
り
な
が

ら
「
単
独
化
」
を
生
き
る
「
自
分
」
は
、「
不
気
味
さ
」
と
い
う
情
態
の
な
か
に
在
る

(s.188f.,287)

。
誰
で
も
あ
り
、
か
つ
誰
で
も
な
い
「
ひ
と
」
の
依
拠
す
る
平
均
的
解
釈
性

が
、
実
は
「
根
っ
こ
を
奪
わ
れ
たentw

urzelt

現
存
在
了
解
性
」
で
あ
り
、「
地
盤
喪
失
性

B
odenlosigkeit

」
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
を
「
浮
動
と
い
う

不
気
味
さdie

U
nheim

lichkeit
der

Schw
ebe

」
へ
と
陥
れ
る
危
険
性
が
あ
る
（s.170

）。

こ
の
よ
う
な
危
険
性
を
平
均
的
解
釈
性
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
「
ひ
と
」
に
開
示
す
る
の
が
、

「
退
屈
」
で
あ
り
「
不
安
」
で
あ
る
。「
ひ
と
に
と
っ
て
退
屈
だes

einem
langw

eilig
ist

」

と
い
う
「
深
い
退
屈
は
、
現
存
在
の
深
淵
の
内
で
沈
黙
し
た
霧
の
よ
う
に
あ
ち
こ
ち
棚
引
き
、

全
て
の
物
や
人
間
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
と
も
に
ひ
と
自
身
を
も
ひ
っ
く
る
め
て
、
あ
る
注

目
す
べ
き
ど
う
で
も
よ
さG

leichgu

：ltigkeit

の
内
へ
押
し
入
れ
る
。
こ
の
退
屈
は
、
存
在

者
を
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
開
示
す
る
」（G

A
9,s.110

）。
こ
の
事
態
は
、
わ
れ
わ
れ
を

「
浮
動
さ
せ
る
」
不
安
の
中
で
一
層
顕
著
に
示
さ
れ
る
。「
ひ
と
に
と
っ
て
不
気
味
だes

ist

einem
unheim

lich

」
と
い
う
不
安
の
な
か
で
、「
す
べ
て
の
物
と
わ
れ
わ
れ
自
身
と
が
あ

る
ど
う
で
も
よ
さ
の
な
か
に
沈
み
」、
存
在
者
は
わ
れ
わ
れ
に
「
呼
び
か
け
て
こ
な
い
」

（s.111

）。「
存
在
者
が
全
体
と
し
て
退
け
去
る
こ
とW

egru

：cken
des

Seienden
im

G
anzen

、
こ
の
こ
と
が
不
安
の
内
で
わ
れ
わ
れ
に
周
囲
か
ら
圧
し
迫
っ
て
く
る
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
を
圧
迫
す
る
。
何
も
拠
り
所
は
な
い
。
た
だ
こ
の
『
何
も
無
い
』
だ

け
が
残
さ
れ
て
い
て
―
存
在
者
が
滑
り
落
ち
て
い
く
中
でim

Entgleiten
des

Seienden

―

わ
れ
わ
れ
を
襲
っ
て
く
る
」（s.112

）。
不
安
の
な
か
で
、
一
切
の
存
在
者
の
意
味
が
脱
落

し
て
自
分
に
と
っ
て
無
意
味
化
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
無
に
さ
ら
さ
れ
る
不
安
の
中

で
大
変
心
細
く
な
っ
た
「
自
分
」
は
、「
こ
ん
な
船
に
い
る
よ
り
い
っ
そ
身
を
投
げ
て
死
ん

で
し
ま
お
う
か
」
と
い
う
思
い
に
取
り
つ
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
自
分
」
の
あ
り
方
は
、
彼
だ
け
に
許
さ
れ
た
特
権
的
な
様
態
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。「
ひ
と
」
は
、
な
ん
ら
か
の
き
っ
か
け
で
不
安
や
退
屈
に
直
面
し
て
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し
ま
う
と
き
、
そ
れ
ま
で
埋
没
し
て
い
た
「
世
界
と
の
親
密
性
」
の
脆
弱
性
を
暴
か
れ
て
、

た
え
ざ
る
浮
動
の
中
で
孤
立
化
し
て
い
く
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
断
絶
、
飛
躍

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

当
初
は
、
現
事
実
的
現
存
在
は
、
平
均
的
に
発
見
さ
れ
て
い
る
共
同
世
界
の
う
ち
で
存
在

し
て
い
る
。
当
初
は
、『
私
は
』、
固
有
の
自
己
と
い
う
意
味
で
の
『
私
』
で
は
な
く
、

〈
ひ
と
〉
と
い
う
様
態
に
お
け
る
他
者
で
『
あ
る
』。〈
ひ
と
〉
か
ら
か
つ
〈
ひ
と
〉
と
し

て
、
私
は
私
『
自
己
』
に
当
初
は
『
与
え
ら
れ
る
』。
ま
ず
は
、
現
存
在
は
〈
ひ
と
〉
で

あ
り
ま
た
大
抵
は
〈
ひ
と
〉
に
と
ど
ま
る
。
現
存
在
が
世
界
を
み
ず
か
ら
発
見
し
て
み
ず

か
ら
に
近
づ
け
る
と
き
、
す
な
わ
ち
現
存
在
が
自
分
自
己
に
対
し
て
自
己
本
来
的
存
在
を

開
示
す
る
と
き
、『
世
界
』
の
こ
の
発
見
と
現
存
在
の
こ
の
開
示
と
は
、
現
存
在
が
み
ず

か
ら
に
閉
ざ
し
て
い
た
、
も
ろ
も
ろ
の
隠
蔽
や
曖
昧
化
の
一
掃
と
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
擬

態
の
打
破
と
し
て
、
執
り
行
わ
れ
る
の
を
常
と
す
る
。（SZ,s.129

）

日
常
的
な
意
味
空
間
に
う
ま
く
住
み
込
ん
で
い
る
ひ
と
が
、
み
ず
か
ら
の
日
常
的
あ
り
方

を
「
非
」
本
来
性
、
打
破
す
べ
き
擬
態
と
し
て
捉
え
返
し
、「
非
―
自
己
本
来
的
日
常
性
の

無
地
盤
性
と
空
虚
性
」（s.178

）
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
容
易
な
ら
ざ
る
事

態
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
根
拠
の
な
い
安
心
感
で
自
分
を
慰
撫
し
、
日
常
に
内
包
さ
れ
た

空
虚
さ
と
い
っ
た
現
実
か
ら
目
を
背
け
、「
逃
避Flucht

」(s.254)

す
る
こ
と
こ
そ
が
、
わ

れ
わ
れ
の
常
な
る
あ
り
方
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
非
本
来
性
が
常
態
で
あ
り
、
飛
躍
＝
決
断

E
nt-schlu

と
い
う
日
常
的
流
れ
の
切
断
に
よ
っ
て
、
本
来
性
が
ほ
ん
の
「
一
瞬

Augenblick

」
垣
間
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
来
性
が
常
態
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
現

存
在
は
、
等
根
源
的
に
真
理
と
非
真
理
と
の
内
に
存
在
す
る
（s.223

）
と
い
う
『
存
在
と

時
間
』
の
立
場
は
そ
の
後
も
一
貫
し
、
一
九
四
九
年
の
「
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
」
に
お
い
て
も
、

「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
は
、
レ
ー
テ
ー
を
除
去
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
隠
れ
な
さ
と
し
て
の
真
理

は
、
隠
さ
れ
た
あ
り
方
を
食
い
尽
く
す
の
で
は
な
い
」（G

A79,s.49

）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

真
理
は
、
常
態
と
し
て
の
レ
ー
テ
ー
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
立
ち
現
れ
る
の
で

あ
り
、「
隠
さ
れ
た
あ
り
方
が
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
本
質
源
泉
」
で
あ
り
、
存
在
忘
却
は
ア
レ

ー
テ
イ
ア
に
固
有
な
出
来
事
な
の
で
あ
る(s.49f.)

３

。
し
か
し
、「
不
気
味
さ
」
は
、
常
態
化

し
た
日
常
性
に
く
さ
び
を
打
ち
込
み
そ
の
安
定
性
に
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
。
と
い
う
の
も
、

不
気
味
さ
は
、
日
常
的
な
「
ひ
と
―

自
己M

an

―selbst

」
の
依
拠
す
る
「
心
地
よ
さdie

H
eim

lichkeit

」
こ
そ
が
、
自
己
を
見
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
暴
露
し
、「
良
心
の
呼
び
進
め
な

が
ら
の
呼
び
返
しder

vorrufender
Ru

：ckruf
des

G
ew

issens

」
と
い
う
事
態
を
引
き
起

こ
す
か
ら
で
あ
る(SZ,s.287)

。
不
気
味
さ
に
よ
っ
て
突
き
付
け
ら
れ
る
、「
非
―

本
来
性
」、

つ
ま
り
本
来
性
の
忘
却lete

と
い
う
事
実
を
前
に
、
あ
く
ま
で
も
忘
却
へ
と
逃
避
す
る
か
、

そ
れ
と
も
本
来
性
と
い
う
地
盤
へ
の
帰
郷
の
旅
に
向
か
う
の
か
、
こ
の
選
択
の
前
に
ひ
と
は

立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
は
、
み
ず
か
ら
の
被
投
性
の
な
か
へ
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と

でzuru

：ck

、
こ
れ
か
ら
み
ず
か
ら
が
引
き
受
け
る
べ
き
可
能
性vor

と
し
て
そ
れ
を
受
け
止

め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
選
択
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
自
ら
に
「
相
応
し
い
あ
り
方das

Schickliche

」
と
し
て
「
瞬
視

A
ugenblick

」
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
「
運
命Schicksal

」
と
し
て
選
択
す
る
の
が
「
死
へ

の
先
駆
的
覚
悟
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
現
存
在
の
終
わ
り
と
し
て
の
死
」
は
、

「
現
存
在
の
最
も
自
己
的
な
、
没
交
渉
な
、
確
実
な
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
無
規
定
な
、
追

い
こ
し
え
な
い
可
能
性die

eigentliche,
unbezu

：gliche,
gew

i
e

und
als

solche

unbestim
m

te,unu

：berholbare
M

o

：glichkeit
des

D
aseins

」（SZ,s.259f.

）
だ
と
さ
れ

る
。
本
来
性
の
問
題
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
単
独
性
へ
と
帰
着
す
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
後
期

４

に
お
い
て
は
、
本
来
性
・
非
本
来
性
と
い
う
問
題
構

成
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
を
経
る
な
か
で
、
「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方

U
nheim

ischsein
」
か
ら
、「
故
郷
を
得
て
安
ら
ぐ
に
至
るH

eim
ischw

erden

」
と
い
う
問

題
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
夢
十
夜
」
の
「
自
分
」
は
、
信
頼
で
き
る
存
在

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価
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基
盤
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
絶
え
ず
不
安
な
思
い
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

「
つ
ま
ら
な
い
か
ら
死
の
う
」
と
思
い
、
決
断
し
て
、
実
際
に
「
思
い
切
っ
て
海
の
中
に
飛

び
込
ん
」
で
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
足
が
甲
板
を
離
れ
、
船
と
縁
が
切
れ
た
刹
那
に
急
に
命

が
惜
し
く
な
り
、「
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
か
判
ら
な
い
船
で
も
、
や
っ
ぱ
り
乗
っ
て
い
る
方
が

よ
か
っ
た
と
始
め
て
悟
」
っ
て
も
、
も
う
手
遅
れ
で
あ
り
、「
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
と
を
抱

い
て
黒
い
波
の
方
へ
静
か
に
落
ち
て
行
」
っ
た
。
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
従
え
ば
、
こ
の
「
自

分
」
に
は
、
死
の
本
質
は
立
て
ふ
さ
が
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
彼
は
い
ま
だ
「
死
す
べ
き
も
の
」

と
し
て
の
自
己
の
本
質
を
自
覚
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ

ば
、
絶
滅
収
容
所
や
餓
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
何
十
万
も
の
大
量
の
死
は
、「
世
界
と

い
う
詩
の
な
か
で
原
存
在
を
守
蔵
す
る
山
脈
」（G

A
79,s.56

）
と
し
て
の
死
で
は
な
い
。

「
原
存
在
の
本
質
の
守
蔵
」
と
し
て
の
死
、
別
言
す
れ
ば
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
現
―

存
在

の
生
を
全
う
す
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
非
本
来
性
と

本
来
性
と
の
対
比
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
を
通
し
て
、「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
」

か
ら
「
故
郷
を
得
て
安
ら
ぐ
に
至
る
」
帰
郷
の
行
程
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
旅
は
、「
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
性
」
に
お
け
る
単
独
化

の
う
ち
に
人
間
の
本
来
性
を
看
取
し
よ
う
と
す
る
傾
向
か
ら
、
人
間
を
「
天
な
る
も
の
」、

「
大
地
な
る
も
の
」、「
神
々
し
き
も
の
」
と
と
も
に
、「
四
者
連
関
」
を
構
成
す
る
「
死
す
べ

き
も
の
」
と
い
う
視
点
か
ら
把
握
す
る
立
場
へ
の
変
容
の
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
節
を
改
め

て
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
跡
づ
け
な
が
ら
、「
死
す
べ
き
も

の
」
と
い
う
概
念
の
広
袤
を
見
定
め
て
い
こ
う
。

二
　
帰
郷
へ
の
不
可
欠
な
迂
路
と
し
て
の
他
な
る
も
の

世
界
と
の
日
常
的
な
親
密
性
の
脆
弱
さ
が
露
呈
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
ひ
と
」
は
直

ち
に
死
へ
の
先
駆
的
覚
悟
性
と
い
う
単
独
化
に
よ
っ
て
「
本
来
的
自
己
」
へ
と
立
ち
戻
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
一
つ
の
実
存
的
な
先
駆
的
覚
悟
性
に
お
い
て
、「
現
存
在

の
一
つ
の
本
来
的
な
全
体
存
在
可
能
」(SZ,s.309)

が
証
さ
れ
る
と
い
っ
た
『
存
在
と
時
間
』

の
記
述
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
他
者
の
不
在
と
い
う
批
判
を
招
来
す
る
遠
因
に

も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
も
、
現
存
在
が
将
来
へ
と
投
企
す

る
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
の
遺
産
と
し
て
の
伝
統
と
の
対
話
と
い
う
迂
路
を
経
て
、
現
在
に

対
し
て
批
判
的
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
一
連
の
過
程
全
体
が
現

存
在
の
本
来
的
歴
史
性
を
成
す
。
つ
ま
り
、
日
常
性
を
非
本
来
性
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
が

直
ち
に
本
来
的
自
己
の
実
現
と
見
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
非
本
来
性
の
自
覚
か
ら

本
来
性
へ
の
遡
源
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
考
察
を
現
存
在
の
歴
史
性
と
い
う
視
点
か
ら

深
化
さ
せ
て
い
く
上
で
、
三
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
導
き
の
糸
と
な
っ
た
の

が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
と
の
対
話
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
論
で
は
、
特
に
一
九
四
二
年
夏

学
期
の
『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
と
、
一
九
四
六
／
四
八
年
の
「
夕
べ
の
国
の
対
話
」
に
注

目
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
単
独
化
に
よ
る
非
本
来
性
か
ら
本
来
性
へ
の
飛
躍
、

さ
ら
に
は
、
遺
産
と
し
て
の
伝
統
に
よ
る
媒
介
と
い
う
問
題
構
成
が
、
彷
徨
と
し
て
の
帰
郷
、

あ
る
い
は
、
帰
郷
と
し
て
の
彷
徨
と
い
う
視
座
か
ら
脱
構
築
さ
れ
る
有
り
様
を
跡
づ
け
て
お

き
た
い
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
非
本
来
性
か
ら
本
来
性
へ
の
飛
躍
の
引
き
金
と
な
る
も
の
、

そ
し
て
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
に
お
い
て
、「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
」
の
自
覚
か
ら

「
故
郷
を
得
て
安
ら
ぐ
に
至
る
」
へ
の
転
換
の
契
機
と
な
る
も
の
、
そ
れ
が
「
不
気
味
さ
」

で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
、「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
現
存
在
の
存
在
体
制
に
は
、

根
本
情
態
性
と
し
て
「
不
安
」
が
属
し
、「
わ
が
家
に
い
な
いdas

U
n-zuhause

」「
不
気
味

さ
」
は
、
実
存
論
的-

存
在
論
的
に
根
源
的
な
現
象
で
あ
り
、「
慰
撫
的
で
親
密
な
世
界
内
存

在das
beruhigt-vertraute

In-der-W
elt-sein

」
は
、「
現
存
在
の
不
気
味
さ
の
一
様
態
」

に
過
ぎ
な
い
（s.189
）。
既
に
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
差
し
当
た
り
大
抵zuna

：chst
und

zum
eist

は
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
世
界
に
う
ま
く
適
応
し
安
心
し
き
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

寿
　
　
　
卓
　
三
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こ
の
実
存
的
―

存
在
的
事
実
は
、
こ
の
様
態
の
根
源
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、「
関
心

の
呼
び
声
」
の
不
気
味
さ
に
直
面
す
る
時
（s.286f.

）、
日
常
に
お
い
て
レ
ー
テ
ー
の
う
ち

に
あ
る
も
の
を
「
取
り
消
し
・
取
り
返
しZuru

：cknahm
e

」（s.308,
371

）
す
る
こ
と
で

開
け
拓
か
れ
る
地
平
こ
そ
が
「
本
来
的
自
己
」
と
い
う
存
在
様
態
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
で
は
、「
不
気
味
な
も
のdas

U
nheim

liche

」
と
は
、

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
の
合
唱
歌
に
お
け
る
デ
イ
ノ
ン
、
そ
の
最
上
級
と

し
て
の
デ
イ
ノ
タ
ト
ス
の
翻
訳
語
で
あ
り
、「
わ
が
家daheim

」
に
い
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、

「
故
郷
の
う
ち
に
あ
っ
て
故
郷
に
い
な
い
も
のw

as
nicht

im
H
eim

ischen
heim

isch
ist

」

（G
A
53,s.91

）
を
意
味
す
る
。
故
郷
を
離
れ
て
旅
を
す
る
う
ち
に
、
故
郷
と
故
郷
な
ら
ざ
る

も
の
と
の
区
別
、
つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
の
存
在
基
盤
を
見
失
っ
て
し
ま
う
「
冒
険
者
」
に
対

し
、
デ
イ
ノ
タ
ト
ス
と
は
、
故
郷
に
在
り
な
が
ら
も
「
自
分
の
此
処
な
る
も
の
」、「
故
郷
」

を
追
い
求
め
て
い
る
「
最
も
不
気
味
な
存
在
者das

unheim
ilichste

W
esen

」
で
あ
る

（s.89

）。
彼
は
、「
固
有
の
本
質
の
内
部
に
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
本
質
へ
の
入
口
を
見
出

せ
ず
、
そ
こ
か
ら
遮
断
さ
れ
て
、
固
有
の
本
質
中
心
に
入
っ
て
い
く
逃
げ
道
を
見
出
せ
な
い
」

の
で
あ
る(s.91)

。
彼
は
、「
本
来
的
に
故
郷
に
い
な
い
も
のdereigentlich

U
nheim

ische

」

と
し
て
故
郷
に
関
わ
る
が
ゆ
え
に
、
ひ
た
す
ら
故
郷
へ
と
戻
ろ
う
と
努
め
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
帰
郷
の
試
み
が
完
遂
さ
れ
る
こ
と
は
な
い(in

der
W

eise
des

N
ichterlangens)

(s.91)

５

。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
日
常
の
安
定
し
た
親
密
世
界

か
ら
自
己
に
固
有
の
存
在
可
能
性
の
開
示
へ
と
現
存
在
を
出
立
さ
せ
る
個
人
主
義
的
側
面
が

強
か
っ
た
の
に
対
し
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
で
は
、
み
ず
か
ら
の
故
郷
を
新
た
に
切
り
拓

い
て
そ
こ
に
住
ま
う
と
い
う
人
間
の
住
ま
う
空
間
の
再
生
が
基
本
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
日

常
の
隠
蔽
性
、
存
在
の
忘
却
を
取
り
消
し
、
固
有
の
自
己
な
い
し
は
故
郷
を
取
り
戻
そ
う
と

す
る
姿
勢
は
一
貫
し
な
が
ら
も
、『
存
在
と
時
間
』
と
『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
と
の
間
に
は
、

個
的
主
体
の
本
来
性
か
ら
、
い
わ
ば
類
的
存
在
と
し
て
の
「
人
―

間
」
の
本
来
性
の
回
復
へ

と
基
軸
が
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
不
気
味
さ
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
親
密
性
が
打
ち
破
ら
れ
、
本
来

性
な
い
し
は
故
郷
へ
回
帰
す
る
と
は
、
い
か
な
る
事
態
な
の
か
。
二
つ
の
側
面
か
ら
考
察
し

よ
う
。
一
つ
は
、
固
有
な
も
の
と
出
会
う
に
は
、
他
な
る
も
の
と
の
出
会
い
が
不
可
欠
と
い

う
側
面
で
あ
る
。
次
に
、
第
二
の
契
機
は
、「
最
も
不
気
味
な
も
の
の
中
で
も
、
最
高
に
故

郷
に
い
な
い
者
」(s.129)

で
あ
る
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
即
し
て
、
死
の
本
質
を
「
原
存
在
の

本
質
の
守
蔵
」
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
「
死

す
べ
き
も
の
」
と
し
て
固
有
の
存
在
可
能
性
を
自
覚
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な

る
（G

A
79,s.56

）。
第
二
の
点
の
考
察
は
次
節
に
回
し
て
、
こ
の
節
で
は
ま
ず
、
悲
歌
『
パ

ン
と
葡
萄
酒
』
最
終
詩
節
の
一
草
案
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
察
に
即
し
て
、
非
本
来
性

か
ら
本
来
性
へ
の
遡
行
は
、
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
媒
介
者
を
必
要
と
す
る
と
い
う
第
一

の
契
機
か
ら
考
察
し
て
い
こ
う
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
節
を
先
ず
は
傾
聴
し
よ
う
。

即
ち
家
郷
に
は
精
神
は

始
め
に
は
在
ら
ぬ
の
だ
、
源
泉
に
あ
っ
て
休
け
く
は
な
い
の
だ
。
精
神
を
故
郷
は
消
耗

さ
せ
る
。

コ
ロ
ニ
ー
を
愛
し
、
果
敢
な
忘
却
を
愛
す
る
の
が
精
神
な
の
だ
。

わ
れ
ら
の
花
々
、
わ
れ
わ
れ
の
森
の
陰
が
喜
ば
せ
る
の
は

窶
れ
果
て
た
る
者
だ
。
魂
を
吹
き
込
む
者
は
危
う
く
焼
き
滅
ば
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。

「
自
己
自
身
を
思
惟
し
つ
つ
己
の
も
と
に
あ
るsich

selbst
denkend

beisich
sein

」

と
い
う
の
が
、
精
神
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る(G

A
53,s.158)

。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
精
神

が
、
故
郷
に
あ
っ
て
は
休
ら
け
く
住
ま
う
こ
と
が
で
き
ず
に
窶
れ
果
て
て
し
ま
い
、
慰
謝
に

よ
っ
て
故
郷
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
コ
ロ
ニ
ー
を
愛
す
る
の
は
何
故
な
の
か

６

。
こ
こ
に

「
一
個
の
人
間
性
の
歴
史
と
い
う
歴
史
的
精
神der

geschichtliche
G
eistder

G
eschichte

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価
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eines
M

enschentum
s

」(s.156)

の
問
題
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
人
間
は
歴
史
的
存
在

と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
歴
史
の
始
ま
りB

eginn

に
お
い
て
は
、
故
郷
に
対
し
て
親
密
な
関

係
を
結
べ
ず
に
、
故
郷
に
対
し
て
違
和
感
を
抱
きunheim

isch

、
異
国
へ
と
旅
立
ち

A
usfahrt

zum
Frem

den

、
異
国
と
の
対
比
の
中
で
固
有
の
も
の
を
習
得
し
て
初
め
て
、

「
炉
へ
の
帰
還die

R
u

：ckkehr
zum

H
erde

」
を
果
た
し
、
故
郷
を
え
て
休
ら
う
に
至
る

H
eim

ischw
erden

の
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
と
は
、「
相
応
し
い
も
の
へ
と
開
か
れ
、
こ
の

宿
命
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
た
者der

fu

：r
das

Schickliche
O
ffene

und
dem

G
eschick

Zugew
iesene

in
seinem

M
enschsein

」(s.159)

だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
現
存
在
は
、
等
根
源
的
に
真
理
と
非
真
理
と
の
内
に
存
在
す
る
（SZ,s.223

）
と

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
間
は
、「
相
応
し
き
も
の
」

と
「
相
応
し
か
ら
ぬ
も
の
」
と
を
み
ず
か
ら
の
根
拠
と
し
て
引
き
受
け
て
、
両
者
に
対
し
て

適
切
な
対
応
を
遂
行
す
る
こ
と
で
、「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
の
中
で
相
応
し
い
も
の
を
見

出
し
」
て
、「
故
郷
を
得
て
休
ら
う
に
至
る
」
こ
と
を
そ
の
歴
史
的
課
題
と
す
る
の
で
あ
る

(G
A
53,s.159)

。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
ピ
ン
ダ
ロ
ス
や
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
と
歴
史
的
対
話
を
交
わ

し
た(s.62)

の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
彼
の
『
イ
ス
タ
ー
』
の
第
一
聯
は
、

こ
の
炉
へ
帰
還
す
る
た
め
の
彷
徨
、
あ
る
い
は
彷
徨
か
ら
の
帰
還
、
つ
ま
り
「
彷
徨
で
あ
る

と
同
時
に
到
着die

W
anderung

sow
ohlals

auch
die

Ankunft

」(G
A75,s.132)

の
あ
り

方
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
こ
そ
来
た
れ
、
火
よ
！

わ
れ
ら
は
焦
が
れ

こ
の
日
の
明
け
を
視
ん
と
す
る
。

よ
し
や
そ
の
試
練
に

膝
折
れ
る
思
い
は
す
る
と
も

森
の
叫
び
に
気
づ
く
者
は
あ
ろ
う
。

わ
れ
ら
は
し
か
し
イ
ン
ダ
ス
河
の
方
よ
り
来
た
り

は
ろ
ば
ろ
と
ア
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
川
よ
り
来
た
り

歌
う
の
だ
。
永
く
わ
れ
ら
は

相
応
し
き
も
の
を
求
め
て
き
た
。

翼
な
く
し
て
は
何
び
と
も

い
と
近
き
も
の
す
ら
捉
え
え
ず

直
ち
に
は

向
こ
う
岸
へ
も
至
り
え
ま
い
。

こ
こ
で
し
か
し
わ
れ
ら
は
建
て
よ
う
。

何
故
な
ら
ば
河
は
土
地
を
拓
く
か
ら
だ
。

河
と
し
て
の
詩
人
の
彷
徨
は
、
現
実
の
ド
ナ
ウ
川
の
流
れ
と
は
逆
の
経
路
を
辿
っ
て
、
ア

ジ
ア
の
イ
ン
ダ
ス
河
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ル
フ
ェ
ウ
ス
川
を
経
て
、
ド
イ
ツ
の
ド
ナ
ウ
川
、

つ
ま
り
イ
ス
タ
ー
川
へ
と
遡
行
す
る
帰
郷
の
旅
を
完
了
す
る
（G

A53,s.45;G
A75,s.84f.

）
７

。

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

８

。
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
（G

A
53,s.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

９

。「
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u

：ber

」
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

寿
　
　
　
卓
　
三
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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
o

：ttern

」、
つ
ま
り
「
半
神
」
と
し
て
の

河
で
あ
り
詩
人
な
の
で
あ
る(s.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(s.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
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

Aneignung
des

Eigenen
」
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
useinandersetzung

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
（s.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

eigentlicheen
und

urspru

：ngliichen
Sinne:

das
W

ort

」(s.188)

10

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
（s.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
（G

A
75,s.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
（s.101f.

）。
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
（s.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
（s.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

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価



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Ri

」
11

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
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
。
で
は
、
大
地

の
上
で
詩
人
的
に
住
ま
う
あ
り
方
と
は
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
相
貌
を
も
つ
の
か
。『
存

在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
個
人
的
な
運
命
と
民
族
の
宿
命
と
の
統
合
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た

先
駆
的
覚
悟
性
を
生
き
る
人
間
の
あ
り
方
は
、
他
者
を
欠
い
た
孤
立
的
自
我
へ
と
帰
着
す
る

わ
け
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
こ
と
を
節
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
こ
の
考
察
は
、
先
に
第
二

の
問
い
と
し
て
掲
げ
た
問
題
、
つ
ま
り
、
最
も
不
気
味
で
あ
り
、
最
高
に
故
郷
な
ら
ざ
る
者

で
あ
る
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
、
死
の
本
質
を
「
原
存
在
の
本
質
の
守
蔵
」
と
し
て
掘
り
起
こ

し
、「
死
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
固
有
の
存
在
可
能
性
を
対
自
化
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
な
る
。

三
「
死
す
べ
き
も
の
」
の
典
型
と
し
て
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー

―
人
間
の
本
来
的
住
ま
い
と
し
て
の
故
郷
―

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

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
egenw

endigkeit

」
12

を
そ
の
存
在
体
制
と
す
る
存
在
者
で
あ
る
（G

A
53,s.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
形
成
す
る(s.94)

。
こ
の
「
人
間
の
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
」
は
、
本
来
的
な
も
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の
と
非
本
来
的
な
も
の
と
に
二
分
さ
れ
る

13

。
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
rago

：die
sich

vollziehende

W
agnis

」（s.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

blo
e
Fortgehen

und
Ausbrechen

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

14

。「
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h

aim
atlos

に
と
ど
ま
る
「
冒
険
者der

Abenteurer

」
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(s.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
」（s.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
に
対
し
て
、

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
対
置
さ
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geho

：ren
jew

eils
zusam

m
en

」
の
で
あ
る
。
人
間
は
、「
死
す
べ
き

も
の
」
と
し
て
、「
存
在
へ
の
人
間
の
関
連der

B
ezug

des
M

enschen
zum

Sein

」
を
切

寿
　
　
　
卓
　
三
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り
拓
き
、「
四
者
連
関
」
の
う
ち
に
住
ま
う
の
で
あ
る
（s.146f.

）。「
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
（G

A53,s.146:Ziegler,s.250

）
15

。

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

」

(G
A53,s.138)

で
あ
る
。「
詩
作
の
本
質
」「
詩
作
す
る
発
見dieses

dichtende
Er-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

(s.149f.)

。
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

unschicklich

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
」(s.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u

：bertreffen

、
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u

：berragen

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
（s.128f.

）。
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(s.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
（s.145f.

）。

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
」(s.150)

と
し
て
具
現
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
作
が
示
す
大
地
に
詩
人
的
に
住
ま
う
人
間
の
本
来
的
あ
り
方
は
、
ど
の
よ
う
に
具

体
化
す
る
の
か
。
四
二
年
の
『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
で
は
、
こ
の
問
題
は
主
題
的
に
展
開

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
四
六
／
四
八
年
の
「
夕
べ
の
国
の
対
話
」
で
は
、「
イ
ス
タ
ー
」

第
二
聯
の
前
半
部
の
解
釈
を
通
し
て
こ
の
問
題
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』

は
、
い
わ
ば
「
単
独
者
」
と
し
て
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
に
即
し
て
、「
内
向
的
対
向
性
」
を

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価
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極
限
の
形
で
提
示
し
て
い
た
が
、
人
間
一
般
の
本
来
的
な
「
内
向
的
対
向
性
」
を
示
す
も
の

と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
イ
ス
タ
ー
」
お
よ
び
ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
冬

の
夕
べ
」
を
解
釈
す
る
。
ま
ず
は
、「
イ
ス
タ
ー
」
第
二
聯
か
ら
見
て
お
こ
う
。

人
は
し
か
し
こ
の
川
を
イ
ス
タ
ー
と
呼
ぶ
。

美
し
く
川
は
住
ま
う
。
柱
廊
な
す
樹
々
の
葉
は
燃
え

さ
ゆ
ら
ぐ
。
猛
き
樹
々
は

聳
え
立
ち
、
交
互
に
枝
う
ち
交
わ
す:

そ
の
上
に

更
に
整
う
層
を
な
し
て
、
突
き
出
で
る

岩
石
の
屋
根
。

「
川
が
住
ま
う
」、
し
か
も
「
美
し
く
」
と
は
、
い
か
に
も
「
謎
め
い
た
」（G

A75,s.187

）

表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
自
然
観
察
や
享
受
で
は
な
く
、「
芸
術
的
創
造
の
美

学
、
詩
的
語
り
の
芸
術
」(s.177)

で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
詩
節
は
い
か
な
る
事
態
を
建
立
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
こ
で
、
樹
木
よ
り
成
る
柱
廊
が
第
一
層
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
上
の
岩
石
よ
り
成
る
屋
根
が
第
二
層
を
成
す
「
神
殿
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
と
い

う
解
釈
を
示
す
（s.178

）。
こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
言
葉Sprache

と
い
う
材
料
に
よ
っ
て
風

景
を
描
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
詩
句
の
構
造
そ
の
も
の
が
「
家
」
で
あ
り
、
こ

の
家
の
中
に
川
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
（s.184

）。
イ
ス
タ
ー
の
流
れ
を
囲

む
森
や
岩
石
は
、
風
景
の
描
写
で
は
な
く
、
柱
廊
と
屋
根
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
「
宿
命
に
適

っ
たgeschicklich

」
一
個
の
尺
度
を
成
し
、
美
し
く
あ
る
（s.184f.

）。
柱
廊
と
し
て
の
樹

木
は
、
そ
の
出
自
と
し
て
の
「
暗
い
大
地
」
と
樹
木
が
飲
ん
だ
り
吸
収
し
た
り
す
る
天
か
ら

射
し
込
む
「
光
」
と
の
間
の
関
連
の
中
で
野
生
の
も
の
を
抑
制
し
接
合
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
る(s.185f.)

。
こ
れ
に
対
し
、
屋
根
を
成
す
岩
石
は
、
燃
え
る
葉
が
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
を
防
ぎ
、
冷
気
に
よ
っ
て
葉
の
成
長
を
助
け
る
。
岩
石
と
い
う
第
二
の
層
は
、
天

空
の
明
る
い
灼
熱
と
大
地
の
冷
た
く
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
を
和
解
さ
せ
接
合
し
て
い
る
わ
け

で
あ
る(s.186)

。
こ
う
し
て
、『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
同
様
に
、「
イ
ス
タ
ー
」
も
、「
人
間

と
神
々
と
が
立
っ
て
い
る
運
命
」
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
。「
イ
ス
タ
ー
」
は
、
人
間
に
、

彼
ら
が
彼
ら
の
も
と
を
訪
れ
る
天
な
る
者
ら
と
共
に
、
大
地
の
上
に
集
ま
っ
て
住
ま
う
者
で

あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
（s.106

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
言
葉
そ
の
も
だ
け
を
「
追
い
求
め
―
思
索
す
るnach-denken

」
こ
と

を
目
指
し
、「
言
葉
が
語
るD

ie
Sprache

spricht.

」
こ
と
を
開
示
す
る
一
九
五
〇
年
の
講

演
「
語D

as
W

ort

」
に
お
い
て
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ゥ
ラ
ー
ク
ル
の
「
冬
の
夕
べ
」
を
考
察

し
て
い
る
。（G

A
12,s.10

）。
最
後
に
「
冬
の
夕
べ
」
に
即
し
て
、
人
間
の
「
内
向
的
対
向

性
」
の
あ
り
様
を
見
て
お
こ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
ト
ゥ
ラ
ー
ク
ル
の
詩
に
関
す
る
考
察

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
と
の
対
話
の
集
大
成
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
在

庫
品
と
し
て
の
人
間
像
に
帰
着
す
る
形
而
上
学
と
決
別
し
た
「
他
な
る
始
ま
りder

andere

A
nfang

」
に
お
け
る
人
間
存
在
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
存
在
へ
の
帰
属
性
、「
死
す
べ
き
も

の
」
と
し
て
の
人
間
の
在
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

冬
の
夕
べ

雪
が
窓
辺
に
落
ち
、

夕
べ
の
鐘
長
く
鳴
り
わ
た
り
、

世
の
人
多
く
に
食
事
整
い

家
は
よ
く
設
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
す
ら
い
を
続
け
る
人
の
い
く
た
り
か
は

こ
暗
い
小
径
を
踏
ん
で
家
の
戸
口
に
来
る
。

恵
み
の
樹
は
黄
金
を
な
し
て
花
を
開
く

大
地
の
清
冽
な
樹
液
に
よ
っ
て
。

寿
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さ
す
す
ら
い
人
は
静
か
に
内
に
入
る;

痛
み
が
敷
居
を
石
と
化
し
た
。

汚
れ
な
い
明
る
み
の
中
で
輝
く
の
は

食
卓
の
上
の
パ
ン
と
葡
萄
酒
。

第
一
連
は
、
事
物
を
名
指
しdas

N
ennen

16

呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
事
物
を
人

間
と
関
わ
ら
せ
る
。「
降
雪
は
人
間
を
誘
っ
て
、
黄
昏
か
ら
や
が
て
暗
い
夜
へ
と
移
っ
て
ゆ

く
天
へ
と
連
れ
て
ゆ
く
。
晩
鐘
の
響
き
は
、
人
間
が
死
す
べ
き
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、

わ
れ
わ
れ
を
神
的
な
も
の
の
前
へ
と
連
れ
て
ゆ
く
。
家
と
食
卓
は
死
す
べ
き
も
の
を
こ
の
大

地
へ
と
結
び
つ
け
る
」。
言
葉
は
、
事
物
を
名
指
し
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
天
と
大

地
、
死
す
べ
き
も
の
と
神
的
な
も
の
」
と
を
「
根
源
的
で
唯
一
の
相
互
連
関
」
へ
と
も
た
ら

す
。
こ
の
「
四
者
の
織
り
な
す
四
者
連
関das

G
eviertder

Vier

」
を
結
集
さ
せ
つ
つ
留
ま

ら
せ
る
こ
と
が
、「
事
物
が
事
物
と
し
て
あ
るD

ingen
der

D
inge

」
こ
と
な
の
で
あ
る
。

天
と
大
地
、
死
す
べ
き
も
の
と
神
的
な
も
の
の
織
り
な
す
四
辺
形
が
、「
世
界die

W
elt

」

で
あ
る(s.19)

。
こ
の
第
一
連
で
は
、
事
物
を
通
し
て
、
世
界
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
に
対

し
、
死
す
べ
き
も
の
の
う
ち
の
「
い
く
た
り
かM

ancher

」
で
あ
る
死
に
至
る
彷
徨
の
旅
路

に
あ
る
さ
す
ら
い
人
に
呼
び
か
け
る
第
二
聯
は
、「
世
界
―
四
者
連
関
」
を
黄
金
な
す
樹
木

と
し
て
立
ち
現
れ
さ
せ
る
（s.20f.

）。
そ
し
て
、
世
界
と
事
物
と
の
「
連
関
の
継
ぎ
目die

Fuge
ihres

Zu-einander

」
と
し
て
の
「
痛
み
」(s.25)

17

を
歌
う
第
三
聯
で
は
、
世
界
と
事

物
と
の
親
し
さ
を
生
じ
さ
せ
る
呼
び
か
け
と
し
て
の
「
本
来
の
命
令
」
＝
「
語
る
こ
とdas

Sprechen

」
が
開
示
さ
れ
る
。「
言
葉
が
語
る
」
こ
と
で
、「
事
物
―
世
界
、
世
界
―
事
物

を
、
区
―
別
す
る
と
い
う
事
態
の
も
つ
間
と
い
う
関
連
性
の
と
こ
ろ
に
来
さ
せ
る
」(s.26)

。

彷
徨
と
帰
郷
と
の
「
内
向
的
対
向
性
」
を
生
き
る
さ
す
ら
い
人
の
う
ち
の
「
い
く
た
り
か
」

の
語
り
は
、「
言
葉
そ
の
も
の
が
語
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
語
り
の
中
で
世
界
―
四
者
連

関
が
出
現
す
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
。

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
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あ
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。
引
用
ペ
ー
ジ

数
は
、
原
書
の
頁
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あ
る
。
な
お
、
翻
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に
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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
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い
る
。
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﹇Ziegler

﹈Ziegler,Susanne
:H
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o

：lderlin
und
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M

artin

H
eideggers

G
eschichtsdenken
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seiner

V
orlesungen
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1944,

D
unker&

H
um

blot,1991.

１

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
子
ど
も
た
ち
　
ア
ー
レ
ン
ト
／
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
／
ヨ
ー

ナ
ス
／
マ
ル
ク
ー
ゼ
』、
新
書
館
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
一
―
二
五
八
頁
参
照
。

２

両
者
の
相
違
は
、「
第
七
夜
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

あ
る
時
自
分
は
、
船
の
男
を
捕
ま
え
て
聞
い
て
見
た
。「
こ
の
船
は
西
へ
行
く
ん
で
す
か
」。
船
の
男
は
怪

訝
な
顔
を
し
て
、
し
ば
ら
く
自
分
を
見
て
い
た
が
、
や
が
て
、「
な
ぜ
」
と
問
い
返
し
た
。「
落
ち
て
行
く
日

を
追
か
け
る
よ
う
だ
か
ら
」。
船
の
男
は
か
ら
か
ら
と
笑
っ
た
。
そ
う
し
て
向
う
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

３

存
在
忘
却
に
つ
い
て
、「
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
の
思
考
作
用
が
、
存
在
の
本
質
を
そ
の
よ
う
に
忘
却
し
が
ち
で
あ
る
の
も
、
ひ
と
え
に
、
存
在
の
本

質
そ
れ
自
身
が
、
忘
却
と
い
う
出
来
事
、
つ
ま
り
隠
さ
れ
た
あ
り
方
の
う
ち
へ
の
脱
落
と
い
う
出
来
事
と
し

て
、
性
起
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
こ
の
性
起
は
、
存
在
の
本
質
の
守
護
と
し
て
の
世
界
が

お
の
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
よ
う
な
拒
絶
と
い
う
出
来
事
が
お
の
ず
と
性
起
す
る
こ
と
を
ほ
の

め
か
す
目
配
せ
は
、
存
在
の
本
質
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
運
命
は
、
存
在
の
歴
史
の
転
換
期
に
応

じ
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
。（G

A79,s.50f.

）

４

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
変
容
に
つ
い
て
は
、『
四
つ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
に
依
拠
し
つ
つ
、「
存
在
の
意
味
」

の
探
究
を
目
指
す
一
九
三
〇
年
前
後
ま
で
の
第
一
期
、「
存
在
の
真
理
」
の
探
究
を
目
指
す
一
九
三
六
年
ま

で
の
第
二
期
、
そ
し
て
「
存
在
の
場
所
」
の
探
究
を
目
指
す
一
九
三
六
年
以
降
の
第
三
期
に
区
分
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
（
小
野
紀
明
『
美
と
政
治
　
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』、
岩
波
書
店
、
一
九

九
九
年
、
二
五
九
―
二
六
二
頁
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
こ
の
区
分
に
依
拠
し
つ
つ
、
第
三
期
を
「
ハ
イ
デ
ガ

ー
後
期
」
と
呼
ん
で
お
く
。

５

こ
こ
に
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
、
現
存
在
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
存
在
が
そ
の

関
心
事
と
な
る
存
在
者
で
あ
る
、
と
い
う
現
存
在
の
存
在
規
定
が
反
映
し
て
い
る
。

227（12）

６

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
を
「
政
治
的
」
現
実
と
は
異
な
る
次
元
に
お
い
て
ド
イ
ツ
を

救
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
だ
と
捉
え
る
ト
ラ
ウ
ニ
ー
は
、
故
郷
と
精
神
の
関
係
、
故
郷
と
「
家
にzu

H
au

」

と
の
関
係
の
把
握
に
お
い
て
『「
回
想
」
講
義
』
や
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
と
「
夕
べ
の
国
の
対
話
」
と

の
間
に
は
、
解
釈
の
微
妙
な
ズ
レ
が
あ
る
と
指
摘
す
る(Traw

ny,s.257)

。
確
か
に
、
前
者
で
は
、
閉
ざ
さ

れ
た
自
己
と
し
て
の
故
郷
そ
の
も
の
が
精
神
を
消
耗
す
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
故
郷
が
さ

ら
さ
れ
て
い
る
火
が
精
神
を
消
耗
す
る
と
脅
か
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る(s.160)

。
ま
た
、

「
故
郷
」
と
「
家
に
」
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
対
し
、「
夕
べ
の
国
の
対
話
」
で
は
、

両
者
が
対
置
さ
れ
て
い
る(G

A
75,s.191:Traw

ny,s.166)

。
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
の
解
明
は
別
の
機
会
を
期
し

て
、
こ
こ
で
は
事
実
の
確
認
の
み
に
留
め
て
お
き
た
い
。

７

こ
の
東
か
ら
西
へ
の
回
帰
に
つ
い
て
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
で
は
、「
西
洋
的
ド
イ
ツ
的
人
間
性
の
本

質
法
則
」(G

A
53,s.170,201,202)

、
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
中
心
の
西
洋
的
課
題
と
し
て
語
ら
れ
る
傾
向
が
強

い
。
し
か
し
、
戦
後
の
「
夕
べ
の
国
の
対
話
」
で
は
、「
宿
命das

G
eschick

」
が
、「
東
洋
か
ら
西
洋
へ
の

贈
り
物die

Schickung
aus

dem
O
rientin

den
O
kzident

」(G
A75,s.146)

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
夕
べ
が

沈
み
ゆ
く
夜
は
、
ま
た
朝
へ
と
明
け
ゆ
く
夜
で
も
あ
り
、
朝
の
国M

orgenland

と
夕
べ
の
国Abendland

と

が
和
解
す
る
「
昼der

Tag

」
が
語
ら
れ
る
（s.146f.

）。「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
の
訳
注
で
、
手
塚
富
雄
は
「
夕

べ
の
国
」
を
「
西
洋
」
で
は
な
く
、「
現
代
」
総
体
と
理
解
す
べ
き
だ
と
力
説
す
る
（『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集

２
』、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
七
年
、
一
一
七
頁
注
）
が
、「
対
話
」
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
、

こ
の
手
塚
の
解
釈
と
同
じ
地
平
に
立
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。「
夕
べ
の
国
的
な
も
のdas

A
bendla

：ndische

」

と
は
、「
民
族
的
な
も
の
、
国
家
主
義
的
な
も
の
」
で
は
な
く
、
ま
た
、「
祖
国
的
な
も
のdas

V
aterla

：

ndische

」
と
は
、「
国
家
主
義
的
な
も
の
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る
（G

A75,s.167

）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
故
郷
を
得
る
た
め
に
は
、
異
国
を
経
て
わ
た
り
ゆ
く
こ
と
、
異
国
と
の
対
決
が
必
要
だ

と
説
く(G

A53,s.67)
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
主
張
は
、「
他
な
る
も
のdas

Frem
de

」
を
「
固
有
の
も
のdas

E
igene

」
に
役
立
つ
か
否
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、「
他
な
る
も
の
」
に
正
当
に
向
き

合
う
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ト
ラ
ウ
ニ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
問
い
に
応
え

寿
　
　
　
卓
　
三



る
際
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
次
の
発
言
が
注
目
に
値
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
帰
郷
と
関
わ
る
、
即
ち
帰
郷

と
一
体
化
す
る
異
国
の
も
の
と
は
、
帰
郷
の
来
歴die

H
erkunft

der
H
eim

kehr

で
あ
り
、
固
有
で
故
郷
的

な
も
の
の
本
質
で
あ
っ
た
原
初
的
な
も
のdas

gew
esene

A
nfa

：ngliche
des

E
igenen

und
H
eim

ischen
で
あ
る
」(G

A53,s.67)

と
述
べ
て
い
る
。
他
な
る
も
の
と
の
出
会
い
に
際
し
て
、
固
有
な
も
の
が
先
行
す
る
、

優
位
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、他
な
る
も
の
が
「
あ
る
可
能
な
横
領
の
対
象G

egenstand
einer

m
o

：glichen

A
neignung

」
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
我
が
物
と
な
るangeeignet

w
erden

」
の
は
、

あ
く
ま
で
も
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
他
な
る
も
の
で
は
な
い
。
固
有
な
も
の
が
、
非
主
題
的
な
形
で
は
あ
る

が
、
他
な
る
も
の
と
接
触
す
る
際
の
基
軸
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
の
は
、
固
有
な
も
の
が
他
な
る
も
の
に
埋

没
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
の
前
提
な
の
で
あ
り
、
こ
の
優
位
は
、
固
有
な
も
の
が
他
な
る
も
の
に
対
し
て
準

拠
枠
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い(Traw

ny,s.125)

。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
特
異
性
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
ギ
リ
シ
ャ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
最

初
の
上
昇
と
元
初
が
性
起
し
た
特
定
の
世
界
時
代W

eltalter
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
天
の
火
の
最
初

の
上
昇
の
移
行
、
そ
れ
故
、
朝
の
国
の
も
の
か
ら
夕
べ
の
国
の
も
の
へ
の
移
行
が
性
起
し
た
世
界
時
代
で
あ

る
」(G

A
75,s.141)

。
こ
の
発
言
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ギ
リ
シ
ャ
を
東
洋
か
ら
西
洋
へ
の
単
な
る
移
行
段
階

へ
と
貶
め
て
い
る
よ
う
な
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
方
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
詩

作
や
思
索
に
お
け
る
「
原
初
的
な
も
の
」
を
西
洋
的
な
も
の
の
本
来
的
原
初
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま

た
他
方
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
が
東
洋
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
も
見
誤
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

は
そ
れ
故
、「
上
昇
の
国
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
最
初
の
原
初
の
移
行
」
と
い
う
世
界
時
代
で
も
あ
る
こ
と

に
な
る(Traw

ny,s.159)

。
精
神
は
、「
東
洋
」「
夜
明
け
の
国
」
か
ら
「
朝
の
国
と
し
て
の
ヘ
ラ
ス
」
へ
と

辿
り
着
き
、「
天
の
火
の
最
初
の
上
昇
の
移
行
」
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ャ
を
横
切
り
、「
夕
べ
の
国
」
に
到
達
し

て
、
そ
こ
で
「
ヘ
ス
ペ
リ
ア
の
果
実
」、
つ
ま
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
夜
明
けder

E
uropa

：ische
M

orgen

」

へ
と
成
熟
す
る
の
で
あ
る
（s.161f.

）。
西
洋
も
ま
た
、「
移
行
」
と
い
う
世
界
時
代
に
属
し
、「
夜
」
を
通
り

抜
け
て
、
他
な
る
「
朝
の
国
」
つ
ま
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
夜
明
け
」
へ
と
上
昇
す
る(s.161)

。「
夕
べ
の
国
」

が
「
夜
」
へ
と
移
行
し
、
こ
の
夜
か
ら
、「
他
な
る
朝
の
国
」「
純
粋
な
住
ま
う
」
が
発
源
す
る
わ
け
で
あ
る

（G
A
75,s.146.

）。
こ
れ
は
、
朝
の
国
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
へ
、
そ
し
て
さ
ら
に
夕
べ
の
国
へ
、
さ
ら
に
ま
た
他
な
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る
朝
の
国
へ
と
い
う
精
神
の
展
開
を
語
る
も
の
で
あ
り
、「
存
在
の
歴
史
」
の
先
行
形
式
に
他
な
ら
な
い
。

「
彷
徨
と
い
う
精
神
の
宿
命das

Ausw
anderungsgeschick

des
G
eistes

」、
つ
ま
り
、
母
国
の
娘
で
あ
る

コ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て
、「
建
て
か
つ
住
ま
う
」
こ
と
を
通
し
て
故
郷
を
見
出
し
、
昼
と
夜
と
の
和
解
と
い
う

最
高
の
婚
礼
の
祝
祭
の
準
備
を
す
る
と
い
う
宿
命
に
、
精
神
は
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(s.147)

。

８

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
」（B

iem
el,s.112

）、「
異
国
へ
の
出
立
を
越
え
て
、
精
神
は
帰
還
で
き
る
」（s.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
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
rtschaftund

W
anderschaft

」（s.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(s.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
（s.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
Erde

heim
isch

w
erden

を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

（s.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
。

９

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
」

（Ziegler,s.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

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価
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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
。

10

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,s.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
」(s.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

」(G
A
9,s.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
a

-

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
（G

A
53,s.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(G

A75,s.176)

。

11

「
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

enrei
en

と
述
べ
ら
れ
て
い
る(G

A5,s.51)

。

12

ジ
ー
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
存
在
自
身
の
対
向
性
」
と
い
う
観
点
は
、
ギ
リ
シ
ャ
精
神
の
頂
点
で
あ
る

『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
で
は
保
持
さ
れ
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
形
而
上
学
で
は
、「
否
定

的
な
も
の
の
本
質
に
成
熟
で
き
ず
」、
ギ
リ
シ
ャ
精
神
の
下
降
は
決
定
的
と
な
る
と
い
う
の
が
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
基
本
的
考
え
で
あ
る(Ziegler,s.241)

。
対
向
性
と
い
う
視
点
は
、『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
お
け
る
「
存

在
」
と
「
現
存
在
」
と
の
「
対
向
振
動G

egenschw
ung

」(G
A65,s.262)

と
い
う
思
想
と
も
密
接
に
関
連
す

る
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
対
向
性
・
対
向
振
動
と
い
う
思
想
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
よ
り
も
む
し
ろ
カ
ン

ト
の
弁
証
論
に
近
い
発
想
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
存
在
は
自
己
を
示
す
と
同
時
に
隠
す
」
と
い
う
対

向
性
は
、
決
し
て
よ
り
高
次
な
次
元
へ
と
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
生
起G

eschehen

」「
存
在
の
歴
史

Seinsgeschichte

」
の
基
本
構
造
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
非
本
来
性
は
本
来
性
に
お
い
て

止
揚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
来
性
は
不
可
避
的
に
非
本
来
性
へ
と
変
容
し
て
い
く
と
い
う
生
成
の
運
動

が
無
限
に
続
く
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
考
え
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
は
、
形
而
上
学

的
神
の
終
焉
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
が
「
物
象
化
」
さ
れ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
脱
却

不
可
能
な
宿
命
と
み
な
す
危
険
性
を
乗
り
越
え
て
、
神
無
き
時
代
に
お
い
て
な
お
、
故
郷
を
得
て
安
ら
ぐ
に

至
る
可
能
性
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
考
え
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
移
行
」
は
「
和
解
」
で
あ
り
、
和
解
は
、
各
々
に
「
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
本
質

に
相
応
し
い
尺
度
に
応
じ
て
そ
の
固
有
な
も
の
を
割
り
当
て
る
」「
調
和A

usgleich

」
で
あ
る
。
移
行
を
こ

の
よ
う
に
把
握
す
る
と
き
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
は
、
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
形
而
上
学
に
接
近
す
る
か
に
見

え
る
（G

A
52,s.98

）。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
形
而
上
学
的
な
根
本
姿
勢
を
と
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
形
而
上

学
と
決
別
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
間
に
根
本
的
相
違
を
見
る(s.99)

。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
が
、
そ
の

都
度
の
「
有
限
な
も
の
」「
特
殊
な
も
の
」「
独
自
な
も
の
」
を
言
葉
に
す
る
の
に
対
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
経
験
」
に
つ
い
て
の
弁
証
法
的
概
念
は
、「
普
遍
的
な
も
の
」「
絶
対
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
形
式
的
規
定

を
与
え
る(Traw

ny,s.168)

。「
移
行
」
や
「
和
解
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
形
式
的
」
規
定
で
あ
る
。

し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
け
る
「
移
行
」
と
は
、「
精
神
」
が
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
と
移
行
す
る

こ
と
で
あ
り
、「
和
解
」
と
は
、
ド
イ
ツ
人
が
、「
人
間
と
神
々
」
と
の
「
婚
姻
の
祝
祭
」
を
通
じ
て
、
他
な

る
「
夜
明
け
の
国
」
に
お
い
て
「
和
解
」
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
（s.169

）。

も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
中
に
形
而
上
学
と
の
決
別
を
読
み
込
む
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
に
は

異
論
が
あ
り
う
る
。
詩
的
言
語
の
主
体
と
い
う
視
点
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
を
解
釈

す
る
ゴ
セ
ッ
テ
ィ-
フ
ェ
レ
ン
チ
ェ
イ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
詩
人
と
し
て
の

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
思
索
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
、
主
体
性
を
批
判
し
解
任
す
る
こ
と
に
続
い
て
生
じ
る

と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
も
っ
と
素
朴
で
、
も
っ
と
想
像
力
に
富
み
、
も
っ
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
ヘ
ル
ダ
ー

寿
　
　
　
卓
　
三
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リ
ン
は
、
形
而
上
学
を
克
服
し
よ
う
と
は
試
み
ず
に
、
詩
的
に
置
き
換
え
ら
れ
た
主
体
を
説
明
す
る
な
か
で

形
而
上
学
を
根
本
的
に
詩
的
に
改
革
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
だ
ろ
う
」(Jennifer

Anna
G
osetti-Ferencei:

H
eidegger,H

o

：lderlin
and

the
Subjekt

ofPoetic
Language

Tow
ard

a
N
ew

Poetics
ofD

asein,

Ferdham
U
niversity

Press,2004,p.22.)

と
。

13

「
存
在
の
脱
去der

E
ntzug

des
Seins

」
は
、
人
間
の
怠
慢
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
原
存
在
の
本

質
に
属
す
る
事
柄
で
あ
る
。
不
気
味
さ
は
、「
存
在
の
人
間
に
対
す
る
対
向
的
関
係der

gegenw
endige

B
ezug

des
Seins

zum
M

enschen

」、
つ
ま
り
「
存
在
の
脱
去
」
に
由
来
し
、
人
間
が
帰
郷
を
果
た
す
べ

く
、
存
在
者
や
み
ず
か
ら
の
本
質
を
冒
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
人
間
を
そ
の
本
質
の
う
ち
に
あ

ら
し
め
る
存
在
の
力
に
よ
る
の
で
あ
る(Ziegler,s.245)

。

14

ジ
ー
グ
ラ
ー
は
、
人
間
の
対
向
的
本
質
に
由
来
す
る
「
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
」
の
様
態
を
次
の
よ
う

に
区
分
す
る
。
非
本
来
的
な
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
様
を
す
る
者
は
、
炉
＝
存
在
を
忘
却
し
て
い
る
た
め
に
、

存
在
者
に
の
み
関
わ
る
者
で
あ
る(Ziegler,s.240)

。
こ
の
存
在
様
態
に
お
い
て
は
、
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
存

在
者
に
関
与
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
都
度
の
存
在
者
に
固
執
す
る
に
留
ま
り
、
そ
の
存
在
者
の
存
在

や
本
質
を
把
握
し
な
い
の
で
、
結
局
は
無
へ
と
帰
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
そ
の
固
有
の
本
質
中

心
か
ら
排
除
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、「
存
在
者
の
中
で
故
郷
を
得
て
安
ら
い
で
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、

し
か
し
安
ら
ぎ
な
き
者der

U
nheim

ische

な
の
で
あ
る
」(s.241)

。
こ
れ
に
対
し
、
本
来
的
に
故
郷
を
得

て
安
ら
い
で
い
る
者
は
、
存
在
を
「
回
想
す
るA

ndenken

」
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
忘
却
を
打
破
し
う
る

の
で
あ
る(s.240;G

A53,s.144)

。

15

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
に
お
い
て
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
、「
ギ
リ
シ
ャ
的
に
考
え
た

と
き
、
存
在
自
体
を
名
指
す
」(G

A
53,s.147)

と
述
べ
て
い
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
故
郷
を
得
て
安
ら
ぎ

を
得
る
に
至
る
過
程
は
、
人
間
が
存
在
に
関
係
す
る
歴
史
を
成
す
。「
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
死
へ
と
向
か
い
、

極
端
な
故
郷
な
ら
ざ
る
あ
り
方
を
甘
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
の
否
的
な
支
配
に
場
を
与
え
る
こ
と
で

あ
る
。『
存
在
自
身
』
へ
の
関
係
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
に
従
え
ば
、
存
在
と
無
の
支
配
を
包
括
す
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
故
、
人
間
の
死
へ
の
帰
属
性
は
こ
の
関
係
か
ら
初
め
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

(Ziegler,s.252)

。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
は
、
世
界
の
四
者
連
関
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
死
す
べ
き
も

の
」
と
し
て
そ
の
固
有
性
を
自
覚
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

16

ジ
ー
グ
ラ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
感
性
的
な
も
の
と
非
感
性
的
な
も
の
と
を
区
別
す
る
形
而
上
学
に

依
拠
す
る
西
洋
の
芸
術
論
が
、
芸
術
を
「
意
味
―
像Sinn-bild

」、
つ
ま
り
「
非
感
性
的
な
も
の
＋
感
性
的
な

も
の
」
と
し
て
捉
え
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
が
「
名
指
し
」
で
あ
る
こ
と

に
注
目
し
て
い
る(Ziegler,s.225)

。『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
け
る
「
名
指
し
」

が
、「
名
指
さ
れ
た
も
の
を
、
思
索
す
る
言
葉
に
お
い
て
そ
の
本
質
へ
と
呼
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
本
質
を

詩
的
言
葉
と
し
て
基
礎
づ
け
る
」（G

A
53,s.24

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
名
指
さ
れ
た
も
の
の
本
質
が
、
一

九
五
〇
年
の
講
演
「
語
」
に
お
い
て
は
「
四
者
連
関
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

17

こ
こ
で
の
「
痛
み
」
は
、
講
演
「
語
」
に
お
い
て
は
展
開
さ
れ
な
い
が
、『「
イ
ス
タ
ー
」
講
義
』
に
お

け
る
問
題
構
成
に
即
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
故
郷
に
お
け
る
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
、
故
郷
な
ら
ざ
る
も
の
に

お
け
る
故
郷
な
る
も
の
、
つ
ま
り
彷
徨
と
帰
郷
と
の
「
内
向
的
対
向
性
」
の
拮
抗
が
も
た
ら
す
「
裂
け
目
」

に
由
来
す
る
「
痛
み
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
彷
徨
と
帰
郷
と
の
拮
抗
が
生
み
出
す
裂

け
目
は
、
両
者
を
分
裂
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
結
集
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
裂
け
目
の
合
一
化
に
伴

う
痛
み
の
結
晶
化
し
た
も
の
が
、
石
と
化
し
た
「
敷
居
」
に
他
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
に
お
け
る
「
不
気
味
さ
」
の
位
置
価


