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私
た
ち
人
間
の
「
気
分
」
と
い
う
現
象
の
哲
学
的
な
意
味
は
、
ボ
ル
ノ

ウ
が
『
気
分
の
本
質
」
(
-
九
四
一
年
）
の
な
か
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

(
l
)
 

と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
表
明
的
に
見
出
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
(
-
九
二
七
年
）
の
な
か
で
、
一
般
に

気
分
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
現
象
を
「
情
態

(E臣
1

臣
C

臣
e
i
t
)

」
と
よ
び
、

こ
れ
を
人
間
的
現
存
在
の
被
投
的
な
あ
り
方
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
年
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
義
録
が
次
々
と
公

刊
さ
れ
、
私
た
ち
は
す
で
に
彼
の
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
(
-
九
一
九

ー
ニ
三
年
）
の
う
ち
に
、
気
分
の
哲
学
的
意
味
の
発
見
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
彼
は
そ
の
な
か
で
、
私
た

ち
が
「
世
界
の
う
ち
に
在
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
「
世
界
の
う
ち
で
気
分

づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
気
分
の
問
題
に
論
及
す
る
の
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

は
じ
め
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
と
根
本
気
分
の
問
題

講
義
や
『
存
在
と
時
間
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
後
期
思
想

に
い
た
る
ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
た
ひ
と
つ
の
動
向
で
あ
る
。
『
カ
ン
ト
と

形
而
上
学
の
問
題
』
(
-
九
二
九
年
）
や
『
形
而
上
学
と
は
何
か
」
（
同
）

に
お
い
て
は
、
「
存
在
の
問
い
」
と
い
う
形
而
上
学
の
問
題
圏
の
う
ち
で

「
不
安
」
の
気
分
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
九
二
九
／
三

0
年
冬
学
期
講
義

『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
に
お
い
て
は
、
哲
学
の
生
起
す
る
根
本
気

分
と
し
て
「
退
屈
」
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
連
の
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
講
義
、
と
く
に
一
九
三
四
／
三
五
年
冬
学
期
講
義
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」
」
に
お
い
て
は
、
詩
作
の

根
本
気
分
と
し
て
「
悲
し
み
」
が
問
題
に
さ
れ
、
同
じ
く
い
わ
ゆ
る
中
期

思
想
に
属
す
る
「
哲
学
へ
の
寄
与
』
(
-
九
三
六

i
三
八
年
）
に
お
い
て

は
、
「
別
の
原
初
」
に
お
け
る
思
惟
の
根
本
気
分
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
後
期
に
い
た
っ
て
「
哲
学
と
は

(
2
)
 

何
か
』
(
-
九
五
六
年
）
に
お
い
て
も
、
気
分
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
「
気
分
」
の
問
題
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
的
思
惟

佐

々

木

正

寿
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（
一
）
「
気
分
」
の
発
見

初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
の
も

と
で
現
象
学
を
探
究
の
方
法
と
し
、
ま
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
の
哲
学
」

る。 に
と
っ
て
、
け
っ
し
て
看
過
さ
れ
え
な
い
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
気
分
を
め
ぐ
る
論
考
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
点
の
ひ
と

つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
と
さ
ら
に
「
根
本
気
分
(Grundstimm目
g
)
」．

「
根
本
情
態
(Gr
目
dbefindlichkeit)
」
人
間
的
現
存
在
を
一
貫
し
て

規
定
し
て
い
る
気
分
と
い
う
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
「
不
安
」
、
「
退
屈
」
、
「
悲
し
み
」
で
あ

り
、
ま
た
「
控
え
目
」
と
い
っ
た
気
分
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
こ
う
し
た

気
分
が
こ
と
さ
ら
に
「
根
本
気
分
」
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
は
、
相
応
の
理
由
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
し
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
特

定
の
根
本
的
な
哲
学
的
問
題
性
を
指
し
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
っ

た
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
根
本
気
分
」
と
い
う
こ
と
で
人
間
的
現
存
在
の
い

か
な
る
あ
り
方
を
捉
え
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
根
本
気

分
」
を
問
う
こ
と
を
つ
う
じ
て
彼
は
い
か
な
る
哲
学
的
問
題
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
ー
ー
こ
う
し
た
点
を
究
明
す
る
こ
と
が
本
論
文
の
課
題
で
あ

気
分
の
哲
学
的
意
味

以
来
の
問
題
意
識
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
生
」
の
あ
り
方
を
現

象
学
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
現
象
学
と
は
、
生

を
そ
の
根
源
か
ら
理
解
す
る
学
と
し
て
、
「
生
の
根
源
学

(Ursprungswissenschaft des Lebens)
」（
GA58,81)

で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
生
の
問
題
系
の
う
ち
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
と
く
に
主
題
化

し
た
の
は
、
「
事
実
的
な
生
」
な
い
し
「
事
実
的
な
生
の
経
験
」
と
い
う

事
象
領
域
で
あ
り
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
彼
は
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
生

の
経
験
、
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
の
経
験
を
挙
げ
て
い
る
。
そ

し
て
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
事
象
の
事
実
的
な
存
在
性
格
を
と
く
に
、
「
事

実
性
(
F娑
t

亙
底
t
)

」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
た
。

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
と
り
わ
け
生
の
歴
史
的
・
事
実
的
な
存
在

性
格
へ
と
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
間
題
系
の
中
心
に

「
事
実
性
」
の
事
象
領
域
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
解
釈
に
し
た
が

う
と
、
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
生

（
現
存
在
）
の
事
実
的
な
存
在
性
格
が
そ
の
存
在
可
能
性
の
企
投
を
根
源

的
に
規
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
事
実
性
は
実
存
よ
り
も
根
源
的
で
あ

(
3
)
 

る
。
い
わ
ば
事
実
性
は
、
人
間
存
在
の
第
一
義
的
な
事
象
性
格
と
し
て

理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
性
の
問
題
領
域
に
お
い
て
、
「
生
の
根
源
学
」
な
い

(
4
)
 

し
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
探
究

は
、
人
間
的
現
存
在
に
固
有
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

れ
は
、
事
実
的
な
生
（
現
存
在
）
が
「
世
界
の
う
ち
に
在
る
」
と
い
う
こ

100 



と
は
「
世
界
の
う
ち
で
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
事
実
的
な
生
（
現
存
在
）
に
お
い
て
そ
れ

自
身
の
存
在
が
第
一
次
的
に
は
「
気
分
」
を
つ
う
じ
て
知
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
例
え
ば
一
九
一
九
／
二

0
年
冬
学
期
講
義

『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』
に
お
い
て
、
生
と
世
界
と
の
出
会
い
方
を
次

の
よ
う
に
捉
え
た
。

「
こ
の
よ
う
な
周
囲
世
界
、
共
同
世
界
、
自
己
世
界
、
（
一
般
に
周
囲

世
界
）
の
う
ち
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
私
た
ち
の
生
は
私
た
ち

の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
[
世
界
へ
と
]
眼
を
向

け
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
て
、
つ
ね
に
、
た
と
え
目
立
た
ず
隠
さ

れ
た
仕
方
で
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
そ
こ
に
「
居
合
わ
せ
て
い
る
』

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
『
と
ら
わ
れ
て
』
、
『
不
快
感
を
覚

え
て
』
、
『
楽
し
ん
で
』
、
『
あ
き
ら
め
て
』
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で

あ
る
。
『
私
た
ち
は
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
[
世
界
に
]
出
会
わ

れ
て
い
る
。
』
」

(
Gた
妥
3
邑
(
[
]
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。
）

こ
こ
に
示
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
に
よ
る
と
、
日
常
に
お
い
て
私

た
ち
は
世
界
を
世
界
と
し
て
対
象
化
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
つ
ど
何
ら
か
の
「
気
分
づ
け
ら
れ
た
」
状
態
で
世
界
の
も
と
に
居
合

わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
「
世
界
の
う
ち
に
在
る
」

と
い
う
こ
と
は
、
「
世
界
の
う
ち
で
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
気
分
が
と
り
わ
け
、
事
実
的
な

生
の
特
徴
的
な
存
在
性
格
を
露
わ
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
て
い

る
。
一
九
ニ
―
年
夏
学
期
講
義
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
』
に
お
い
て
彼
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
モ
レ
ス
テ
ィ
ア

(molestia) 
[
辛
き
」
の
経
験
を
解
釈
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
生
が
事

実
的
な
「
自
分
自
身
を
も
つ
こ
と
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ

は
「
辛
い
」
と
い
う
気
分
を
と
お
し
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し

(
5
)
 

た
。
ま
た
、
同
講
義
に
お
い
て
彼
は
、
「
テ
ン
タ
チ
オ
(tentatio)

[
試
練
ご

を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
事
実
的
な
生
の
遂
行
意
味
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

が
「
重
荷
(Last)
」
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
可
能
性
を
経
験
す
る
こ
と
に

(
6
)
 

ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
気
分
」
は
、
生
（
現
存
在
）
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
り
、

生
（
現
存
在
）
と
世
界
と
の
出
会
い
方
、
お
よ
び
生
（
現
存
在
）
の
存
在

性
格
を
第
一
次
的
に
開
示
す
る
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
に
私
た
ち
は
、
哲
学
的
な
意
味
で
「
気
分
」

の
発
見
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
「
情
態
」
論

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
す
で
に
初
期
フ
ラ
イ
ブ

ル
ク
講
義
の
う
ち
で
問
題
に
し
始
め
て
い
た
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」

を
、
こ
と
さ
ら
に
哲
学
の
第
一
義
的
な
問
い
と
し
て
立
て
よ
う
と
試
み
た
。

こ
の
よ
う
な
存
在
論
の
問
題
圏
の
う
ち
で
彼
は
、
ま
ず
人
間
的
現
存
在
の

分
析
論
を
展
開
し
、
存
在
論
の
基
礎
と
な
る
も
の
と
し
て
そ
れ
を
基
礎
的

101 



存
在
論
と
よ
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
以
来
遂
行

さ
れ
て
き
た
現
存
在
の
現
象
学
的
解
釈
は
、
存
在
論
の
構
成
契
機
の
ひ
と

っ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

当
該
の
分
析
論
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち
の
現
存
在
の
根
本
体

制
を
「
世
界
ふ
四
上
什
在
」
と
規
定
し
、
と
り
わ
け
そ
の
「
内
上
仕
在
」
と

い
う
構
成
契
機
を
現
象
学
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
解
釈
に

し
た
が
え
ば
、
現
存
在
の
「
現
(Da)
」
と
は
「
開
示
性
(Erschlossenheit)
」

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
現
存
在
の
在
り
様
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
開
示
性
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

「
情
態
」
と
「
理
解
(Verstehen)
」
、
「
語
り

(Rge)
」
と
い
う
現
象
で
あ

り
、
こ
の
う
ち
「
情
態
」
と
は
、
一
般
に
気
分
や
感
情
と
し
て
知
ら
れ
て

(
7
)
 

い
る
現
象
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
「
情
態
(Befindlichkeit)
」
と
い
う
術

語
に
は

"sich
befinden"
と
い
う
表
現
が
「
在
る
」
と
い
う
意
味
と
同
時

に
「
然
々
の
様
態
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
ド
イ
ツ

語
の
語
法
が
生
か
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義

の
う
ち
で
見
出
さ
れ
た
「
世
界
の
う
ち
に
在
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
世
界

の
う
ち
で
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
解
釈
が
含
意

さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お

い
て
気
分
は
、
「
情
態
」
と
い
う
現
象
と
し
て
、
現
存
在
の
開
示
性
を
構

成
す
る
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
気
分
を
、
い
わ
ば
現
存
在
の
基
底
を
な
す
あ
り

方
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
「
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
す
で
に

つ
ね
に
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

(
S
Z
,
1
3
4
)

と
分
析
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
気
分
す
な
わ
ち
情
態
の
本
質
的
な
性
格
は
、
三
点
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
情
態
は
現
存
在
を
、
そ
の
つ
ど
一
定
の
世
界
の
う

ち
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
被
投
性
(Geworfenheit)
」
に
お
い

て
開
ホ
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
情
態
は
さ
し
あ
た
り
、
そ
う
し
た
現
存

在
の
あ
り
方
か
ら
眼
を
背
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
気
分

の
う
ち
で
現
存
在
の
被
投
的
な
あ
り
方
が
「
重
荷
」
と
し
て
経
験
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
情
態
は
世
界
ふ
四
上
什
在
と
し
て
の
現
存
在
を
、

そ
の
つ
ど
全
体
と
し
て
開
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
存
在
の

志
向
的
な
態
度
も
ま
た
、
そ
の
つ
ど
気
分
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
第
三
に
、
情
態
は
現
存
在
の
世
界
開
性
(Weltoffenheit)
と
い
う
あ

り
方
を
構
成
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
存
在
に
対
し
て
世
界
内
部
の
存
在

者
が
出
会
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
気
分
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
現
存

在
に
固
有
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
『
存
在
と
時
間
』
の
う
ち
で
、
気
分
を
現
存
在

の
基
底
を
な
す
現
象
と
み
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
的
な
洞
察
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

(
-
）
現
存
在
の
根
本
情
態

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
現
存
在
の
情
態
の
う
ち

不
安
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で
も
と
り
わ
け
、
不
安
と
い
う
気
分
を
「
根
本
情
態
」
と
し
て
性
格
づ
け

て
い
る
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
不
安

を
根
本
情
態
と
見
な
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

ど
の
よ
う
な
事
柄
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
問
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
不
安
の
情
態
に
あ
っ
て
は
、
現

存
在
に
対
し
て
有
意
義
性
の
連
関
と
し
て
の
世
界
は
無
意
義
な
も
の
と
化

し
、
こ
の
際
現
存
在
を
脅
か
す
も
の
は
も
は
や
、
世
界
内
部
の
存
在
者
の

な
に
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
安
の
う
ち
で
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
む
し
ろ
、
当
該
の
現
存
在
そ
れ
自
身
の
あ
り
方
で
あ
り
、
し
か
も
そ

れ
は
、
不
可
避
的
に
「
現
(Da)
」
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
被
投

性
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
る
。
不
安
は
「
不
気
味
さ
に
お
け
る
情
態
」

(
G
迄
0
,
4
0
2
)

と
も
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
不
安
の
う
ち
で
経

験
さ
れ
る
「
不
気
味
さ
」
と
は
、
「
現
存
在
が
在
る
」
と
い
う
端
的
な
事

実
の
不
気
味
さ
、
つ
ま
り
被
投
性
と
し
て
の
事
実
性
の
不
気
味
さ
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
に
よ
る
と
、
日
常
的
に
現
存
在
は
自
ら

に
固
有
の
存
在
の
仕
方
か
ら
眼
を
背
け
て
、
公
共
的
•
世
間
的
な
あ
り
方

「
ひ
と
(das
M
a
n
)」—
ー
ヘ
と
没
入
し
て
い
る
、
つ
ま
り
頗
落
し

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
常
的
に
は
現
存
在
が
自
ら
の
被

投
的
な
存
在
の
不
気
味
さ
を
回
避
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
表
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
日
常
性
の
う
ち
で
は
絶
え
ず
、
潜
在
的
・
非
表
明
的
に

不
気
味
さ
が
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
不
気
味
さ
の
情

態
、
つ
ま
り
不
安
の
気
分
こ
そ
、
現
存
在
に
と
っ
て
根
源
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
不
安
の
情
態
の
う
ち
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
卓
越
し
た
哲
学
的
・
実

存
論
的
な
意
味
を
見
出
し
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
不
安
の
情
態
に
あ
っ

て
は
、
も
は
や
現
存
在
に
と
っ
て
有
意
義
な
存
在
者
は
出
会
わ
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
現
存
在
が
世
界
内
部
の
存
在
者
の
も
と
へ
と
頬
落
し

て
、
い
わ
ば
公
共
的
•
世
間
的
な
被
解
釈
性
(
A
u
s
g
e
l
e
g
t
h
e
i
t
)

か
ら
自

己
を
理
解
す
る
と
い
う
可
能
性
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
こ
う
し
て
不
安
の
う
ち
で
現
存
在
は
た
だ
、
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
て

い
る
事
柄
、
す
な
わ
ち
自
己
の
固
有
の
世
界
ふ
四
上
仕
在
の
可
能
性
へ
と
眼

差
し
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
不
安
は
現
存
在
を
、
理
解
す
る
も
の
と
し
て
本
質
的
に
諸
可
能
性
へ
と

自
己
を
企
投
す
る
よ
う
な
現
存
在
の
最
も
固
有
な
世
界
ふ
四
上
廿
在
へ
と
個

別
化
す
る
」

(
S
Z
,
1
8
7
)

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
個
別
化
を
と
お
し
て
現
存
在
に
は
、
自
ら
が
「
現
」
に
在

る
と
い
う
こ
と
の
端
的
な
事
実
性
、
つ
ま
り
自
己
の
固
有
の
被
投
性
が
、

こ
と
さ
ら
に
表
明
的
に
な
る
。
こ
の
と
き
現
存
在
は
、
も
は
や
自
ら
の
周

囲
世
界
や
公
共
的
•
世
間
的
な
被
解
釈
性
か
ら
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
自

己
の
固
有
の
存
在
可
能
性
に
も
と
づ
い
て
自
己
を
理
解
し
、
行
為
す
る
よ

う
に
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
際
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
現

存
在
が
「
自
己
占
口
身
を
ー
選
び
、

I
掴
み
取
る
自
由
に
対
し
て
開
か
れ
て

い
る
こ
と
」

(
S
Z
,
1
8
8
)
、
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
現
存
在
の
存
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在
の
本
来
性
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
不
安
の
う
ち
で
現
存
在
は
、
自
己
の
固

有
の
存
在
可
能
性
に
も
と
づ
い
て
自
己
自
身
で
在
る
と
い
う
あ
り
方
に
直

面
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
不
安
の
情
態
は
、
い
わ
ば
実
存
論

的
エ
ポ
ケ
ー
と
し
て
現
存
在
を
日
常
的
な
頗
落
様
態
か
ら
引
き
離
し
て
、

そ
の
固
有
の
被
投
性
を
表
明
化
し
、
現
存
在
を
そ
の
本
来
性
の
前
に
立
た

せ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
本
来
的
な
自
己
理
解

(
8
)
 

に
も
と
づ
い
た
「
行
為
の
始
ま
り
」
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
卓
越
し

た
哲
学
的
・
実
存
論
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

（
二
）
形
而
上
学
の
問
い
の
契
機

『
存
在
と
時
間
』
以
降
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
例
え
ば
『
カ
ン
ト
と
形
而
上

学
の
問
題
』
や
『
形
而
上
学
と
は
何
か
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
明
的

に
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学

の
問
題
圏
の
う
ち
で
、
と
り
わ
け
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、

彼
は
不
安
の
気
分
を
「
根
本
気
分
」
と
し
て
特
徴
づ
け
た
。

『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
で
は
、
と
く
に
「
無
(Nichts)
」
を
問
う
た

め
に
、
「
無
の
根
本
経
験
」
と
い
う
も
の
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
が
無
の
前
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
出

来
事
は
、
不
安
と
い
う
気
分
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
『
存

在
と
時
間
』
に
お
い
て
分
析
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
不
安
の
対
象
は
世
界

内
部
の
存
在
者
で
は
な
い
も
の
で
あ
り
、
不
安
の
う
ち
で
は
周
囲
世
界
の

存
在
者
が
す
べ
て
、
現
存
在
に
と
っ
て
無
意
義
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
と
く
に
形
而
上
学
的
な
観
点
か
ら
、

「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
(das
S
e
i
e
n
d
e
 i
m
 G
a
n
z
e
n
)
」
の
「
退
去

(Wegrticken)
」（

WM,32)
と
よ
ん
で
い
る
。
不
安
の
う
ち
で
は
、
こ

う
し
た
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
退
去
と
い
う
出
来
事
が
私
た
ち
に
迫
っ

て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
も
は
や
何
の
拠
り
所
も
残
さ
れ
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
「
た
だ
残
っ
て
い
て
私
た
ち
を
襲
っ
て
く
る
の
は
、

存
在
者
の
滑
落
に
お
い
て
は
|
|
こ
の
『
な
に
も
な
い

(kein)
』
で
あ

る」

(
E
b
d
.
)

。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
不
安
の
う
ち
で
は
、
「
無
」
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
不
安
の
気
分
の
う
ち
で
経
験
さ
れ
る
無
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
自
己
を
拒
否
し
な
が
ら
「
沈
み
込
ん
で
ゆ
く
全
体
と
し
て
の
存

在
者
を
滑
落
さ
せ
つ
つ
指
し
示
す
こ
と
」

(WM,34)
と
し
て
捉
え
た
。

つ
ま
り
無
は
、
そ
れ
自
身
が
表
明
的
に
際
立
つ
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
背

景
と
し
て
と
ど
ま
る
と
い
う
仕
方
で
、
逆
に
、
い
わ
ば
抜
け
落
ち
て
ゆ
く

「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
を
照
射
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
無
の

働
き
を
彼
は
、
無
の
本
質
と
し
て
理
解
し
、
そ
れ
を
「
無
化
(Nichtung)
」

(
E
b
d
.
)

と
よ
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
無
の
働
き
を
と
お
し
て
存
在
者
が

存
在
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
存
在
は
存
在
者
に
出
会

い
、
そ
れ
に
対
し
て
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が

「
現
上
什
在
」
と
し
て
、
事
実
的
に
存
在
者
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
の
根
底

に
は
、
無
の
働
き
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

「
現
上
仕
在
」
と
い
う
こ
と
を
、
「
無
の
う
ち
へ
入
れ
ら
れ
て
保
た
れ
て
い
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る
こ
と
(Hineingehaltenheit
in <las Nichts)
」（

WM,35)と
し
て
理
解

し
た
。
こ
の
場
合
現
存
在
は
、
無
の
う
ち
へ
と
自
己
を
置
き
入
れ
て
保
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
無
に
と
っ
て
の
他
者
で
あ
る
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」

(
9
)
 

を
超
え
出
て
い
る
、
つ
ま
り
「
超
越
」
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
無
は
、
超
越
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
無
を
露
わ
に
す
る
よ
う
な
不
安
の
う
ち
で
は
そ
も
そ
も
、
周
囲
世

界
の
存
在
者
は
現
存
在
に
と
っ
て
問
題
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う

不
安
の
気
分
は
、
ま
れ
な
瞬
間
に
し
か
生
じ
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
常
的

に
は
そ
の
よ
う
な
不
安
は
さ
し
あ
た
り
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
日
常
性
に
お
い
て
現
存
在
は
、
い
わ
ば
隠
さ
れ
た
不
安
に
も
と

づ
い
て
、
無
の
う
ち
へ
と
自
己
を
置
き
入
れ
て
保
ち
、
超
越
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

人
間
が
「
現
L
仕
在
」
と
し
て
在
る
か
ぎ
り
、
無
の
う
ち
へ
と
自
己
を

置
き
入
れ
て
保
つ
と
い
う
こ
と
は
、
絶
え
ず
生
じ
て
い
る
出
来
事
と
し
て

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
カ
ン
ト
と
形
而

上
学
の
問
題
』
の
な
か
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
「
す
で
に
存
在
す
る
も

の
の
た
だ
な
か
で
或
る
情
態
で
い
る
こ
と
(Sichbefinden
inmitten des 

schon Seienden)
す
べ
て
の
根
底
に
存
す
る
」

(
G
A
3
,
2
3
8
)

と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
無
が
経
験
さ
れ
る
不
安

と
い
う
情
態
（
気
分
）
は
、
諸
々
の
気
分
の
た
ん
な
る
一
事
例
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
気
分
に
先
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
不
安
は
ま

さ
に
「
根
本
気
分
」
と
よ
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

不
安
の
気
分
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
超
越
、
す
な
わ
ち
「
全
体
と
し
て

の
存
在
者
」
を
超
え
出
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し
て
の
無
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
点
で
、
存
在
論
・
形
而
上
学
の
問
題
圏
に
お
い
て
卓
越

し
た
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
哲
学
と
気
分
と
の
関
わ
り

人
間
的
現
存
在
の
気
分
と
い
う
あ
り
方
に
哲
学
的
意
味
を
見
出
し
、
さ

ら
に
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
基
礎
づ
け
を
問
題
に
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
と
く
に
一
九
二
九
／
三
0
年
冬
学
期
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概

念
。
世
界
|
有
限
性
ー
孤
独
』
に
お
い
て
表
明
的
に
、
哲
学
と
気
分
と
の

本
質
的
な
関
わ
り
に
触
れ
、
哲
学
の
「
根
本
気
分
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る。
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
世
界
と
は
何
か
、

有
限
性
と
は
何
か
、
孤
独
化
と
は
何
か
、
と
い
う
三
つ
の
問
い
へ
と
正
し

い
軌
道
を
ひ
ら
く
道
の
探
究
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
概
念
把
握

(Begreifen)

の
ハ
ン
マ
ー
」

(
G
A
2
9
/
3
0
,
9
)

と
し
て
の
諸
概
念
が
必
要

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
諸
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
把
握
す
べ
き
も
の

に
よ
っ
て
ま
ず
私
た
ち
が
「
掴
ま
れ
て
い
る
こ
と
[
感
動
]

(Ergriffenheit)
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

諸
概
念
が
把
握
す
べ
き
事
柄
に
よ
っ
て
私
た
ち
問
う
者
が
「
掴
ま
れ
て
い

深
い
退
屈

105 



る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
問
う
者
の
「
感
動
」
が
、
哲
学
的
な
概
念

把
握
の
た
め
の
決
定
的
な
契
機
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
掴
ま
れ
て

い
る
こ
と
」
・
「
感
動
」
は
そ
も
そ
も
、
気
分
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
哲
学
的
な
概
念
把
握
、
あ
る
い
は
哲
学
は
、
気
分
の
う
ち
で

生
起
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
哲
学
と
い
う
も
の
が
、
と
り
わ
け
人
間

的
現
存
在
の
根
底
に
お
い
て
生
起
す
る
出
来
事
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ

う
な
哲
学
の
生
じ
る
気
分
は
、
現
存
在
を
絶
え
ず
一
貫
し
て
気
分
づ
け
て

い
る
も
の
と
し
て
、
根
本
気
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
「
哲

学
は
そ
の
つ
ど
根
本
気
分
の
う
ち
で
生
起
す
る
」

(
G
A
2
9
/
3
0
,
1
0
)

と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
哲
学
的
な
概
念
と
い
う
も
の

を
、
形
而
上
学
の
問
い
へ
と
軌
道
を
ひ
ら
く
「
ハ
ン
マ
ー
」
と
し
て
性
格

づ
け
た
。
こ
れ
は
、
哲
学
的
概
念
が
「
人
間
全
体
に
対
す
る
襲
撃

（
苔
包
g)
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
人
間
は
「
日
常
性
か
ら
追
い

立
て
ら
れ
、
事
物
の
根
拠
の
う
ち
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
」

(
G
A
2
9
/
3
0
,
3
1
)

と
い
う
事
態
を
意
味
す
る
。
し
か
も
こ
の
と
き
、
人
間
に
襲
い
か
か
っ
て

く
る
の
は
、
人
間
が
「
現
(Da)
」
で
在
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
人
間

の
「
現
上
什
在
(Da-sein)
」
と
い
、
2
畢
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
人

間
は
、
本
質
的
に
「
襲
撃
を
受
け
、
掴
ま
れ
る
[
感
動
す
る
]
者

（苔
gegriffener
目
d
Ergriffener)
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
人
間
が
そ
れ
で

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
(daB
er ist, 
w
a
s
 er ist)
」

(Ebd.)

に
よ
っ
て
襲
わ
れ
て
、
哲
学
へ
と
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
根
本
気
分
の
う
ち
で
生
じ
る
哲
学
的
な
「
感
動
」
と
は
、
人
間
が
自

ら
事
実
的
に
「
現
」
で
在
る
と
い
う
こ
と
に
表
明
的
に
直
面
す
る
と
い
う

事
態
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
「
哲
学
す
る
こ
と
」
の
決
定
的
な

動
機
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
き
生
き
と
哲
学
す
る
こ
と
の
根
本
課
題

と
は
、
「
哲
学
の
根
本
気
分
を
喚
起
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
人
間
の
「
現
L
サ
在
」
を
「
現
上
什
在
」
と
し
て
ラ
デ
イ
カ

ル
に
表
明
的
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
二
）
哲
学
の
根
本
気
分

哲
学
を
生
起
さ
せ
る
た
め
に
喚
起
す
べ
き
今
日
的
な
現
存
在
の
根
本
気

分
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
具
体
的
に
は
文
化
哲
学
が
隆
盛
で
あ
っ
た
当

時
の
「
状
況
」
か
ら
、
「
退
屈
(Langeweile)
」
と
い
う
気
分
を
取
り
出

し
た
。
彼
の
分
析
に
よ
る
と
、
文
化
哲
学
は
私
た
ち
に
世
界
史
の
う
え
で

の
役
割
を
割
り
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
自
身

が
「
無
意
義
」
で
「
退
屈
」
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
お
り
、

「
深
い
退
屈
が
沈
黙
し
た
霧
の
よ
う
に
、
現
存
在
の
深
淵
の
う
ち
で
あ
ち

ら
こ
ち
ら
を
漂
う
よ
う
で
あ
る
」

(
G
A
2
9
/
3
0
,
1
1
5
)

と
思
わ
れ
る
の
で
あ

当
該
の
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
退
屈
と
い
う
気
分
を
現
象
学

的
に
解
釈
し
、
三
つ
の
形
式
の
退
屈
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
(
-
)
「
な
に

か
に
よ
っ
て
退
屈
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
Gelangweiltwerden
v
o
n
 etwas)
」、

（
二
）
「
な
に
か
の
も
と
で
退
屈
す
る
こ
と
(Sichlangweilen
bei 

••• 

)
」
、
そ

る。
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（
三
）
「
な
ん
と
な
く
退
屈
で
あ
る
と
い
う
こ
と

(es
ist 
e
i
n
e
m
 

langweilig)
」
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
第
三
の
形
式
の
退
屈
に
お
い
て
こ
そ
、

根
源
的
な
「
深
い
退
屈
」
が
支
配
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

深
い
退
屈
の
う
ち
で
「
な
ん
と
な
く
退
屈
だ
」
と
言
う
と
き
、
私
た
ち
は
、

自
己
自
身
と
周
囲
の
存
在
者
に
対
し
て
無
関
心
に
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ば

日
常
性
か
ら
離
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
深
い
退
屈
の
う
ち
で
は
、
現
存
在
に
対
し
て
周
囲
の
存
在
者

は
「
全
体
と
し
て
(im
G
a
n
z
e
n
)
」
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

は
現
存
在
に
対
し
て
も
は
や
行
為
の
可
能
性
を
提
供
し
な
い
。
つ
ま
り
、

存
在
者
は
現
存
在
に
対
し
て
、
自
己
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
事
態
は
、
現
存
在
が
「
全
体
と
し
て
自
己
を
拒
ん
で
い
る
存
在
者
」

へ
と
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
存
在

者
は
、
「
全
体
と
し
て
」
ど
う
で
も
よ
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、

か
え
っ
て
そ
の
「
全
体
と
し
て
」
と
い
う
点
で
露
わ
に
な
る
。
つ
ま
り
、

現
存
在
に
対
し
て
、
「
全
体
と
し
て
自
己
を
拒
ん
で
い
る
存
在
者
」
が
出

会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
全
体
と
し
て
自

己
を
拒
ん
で
い
る
存
在
者
」
が
「
私
の
な
か
の
現
存
在
と
い
う
本
来
的
な

可
能
化
す
る
も
の
」
に
「
呼
び
か
け
る
こ
と
」

(
G
A
2
9
/
30
 ,2
1
6
)

と
し
て

捉
え
た
。
こ
れ
は
、
可
能
性
の
う
ち
に
あ
る
現
存
在
を
現
存
在
と
し
て
可

能
化
す
る
根
拠
—
ー
「
現
上
仕
在
」
を
明
確
に
指
し
示
す
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
、
現
存
在
を
現
存
在
と
し
て
根
源
的
に
可
能
化
す
る
も
の

と
い
う
唯
一
の
先
端
へ
と
、
現
存
在
が
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
理

し
て

解
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
「
深
い
退
屈
」
と
い
う
気
分
の
あ
り
方
は
、
「
現

存
在
そ
れ
自
身
を
可
能
化
す
る
も
の
と
い
う
根
源
的
な
唯
一
の
も
の
へ
と

現
存
在
を
尖
鋭
化
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
と
い
う

包
括
的
な
限
界
に
ま
で
広
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
」

(
G
A
2
9
/
3
0
,
2
1
7
)

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
深
い
退
屈
」
の
う
ち
で

は
、
現
存
在
を
根
源
的
に
可
能
化
す
る
も
の
と
し
て
の
「
現
L
仕
在
」
が
、

ラ
デ
イ
カ
ル
に
表
明
的
に
さ
れ
る
。
私
た
ち
の
現
存
在
は
、
そ
う
し
た

「
現
上
仕
在
」
と
し
て
あ
る
自
己
を
選
び
取
る
よ
う
に
決
断
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
存
論
的
な
意
味
で
自
己
解
放
を
実
現
し
、
「
現
存
在
の
自
由
」

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
今
日
の
現
存
在
は
そ
の
よ
う
な

「現
L
仕
在
」
を
表
明
的
に
引
き
受
け
ず
に
お
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
に
気

づ
い
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
彼
は
、
「
現
存
在
に
お
け
る
最
も

深
く
て
本
質
的
な
窮
境
」

(
G
A
2
9
/
3
0
,
2
4
5
)

と
し
て
捉
え
た
。
そ
こ
で
、

今
日
の
現
存
在
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
「
現
上
仕
在
」
を
表
明
的
に

引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
術
語

で
言
え
ば
、
そ
の
つ
ど
「
現
」
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
性
、

つ
ま
り
「
被
投
性
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
人
間

の
「
有
限
性
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
決

定
的
な
事
柄
と
し
て
の
「
現
上
仕
在
」
が
「
深
い
退
屈
」
と
い
う
気
分
の

う
ち
で
顕
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
今
日
の
現
存
在
が
自
ら
の

「
現
上
什
在
」
・
「
有
限
性
」
を
引
き
受
け
て
「
現
存
在
の
自
由
」
を
獲
得
す
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一
九
三
0
年
代
以
降
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
講
義
そ
の
他
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
詩
作
を
主
題
的
に
扱
い
、
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
思
惟
の
う
ち
で
「
詩
作
」

を
問
題
に
し
た
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
試
み
の
目
標
と
し
て
、
「
も
う
一
度

詩
作
と
い
う
も
の
に
対
す
る
空
間
と
場
所
を
私
た
ち
の
歴
史
的
現
存
在
の

う
ち
に
つ
く
り
出
す
こ
と
」

(
G
た
9,213)

を
挙
げ
て
い
る
。
実
際
彼
は
、

「
存
在
の
思
惟
」
の
問
題
圏
の
う
ち
で
、
詩
作
と
い
う
も
の
に
卓
越
し
た

哲
学
的
意
義
を
認
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
彼
に
よ
る
と
、

詩
作
に
対
す
る
関
係
は
「
個
々
人
の
最
も
固
有
の
本
質
を
覚
醒
さ
せ
、
奮

い
起
こ
す
こ
と
」

(
G
A
3
9
,
8)

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て

個
々
人
は
「
自
ら
の
現
存
在
の
根
底
に
ま
で
帰
り
着
く
」
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
詩
作
を
つ
う
じ
て
私
た
ち
は
、
自
ら
の
最
も
固
有
の
本
質
、
す

な
わ
ち
「
現
上
仕
在
」
を
呼
び
起
こ
し
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
自
ら
の
存

在
の
根
底
へ
と
立
ち
返
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
詩
作
」
の
問
題
領
域

に
お
い
て
も
ま
た
彼
は
、
根
本
気
分
i

詩
作
の
根
本
気
分
と
い
う

も
の
を
論
じ
て
い
る
。

「
詩
作
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
「
指
示
的
開
示

四

悲

し

み

る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
「
哲
学
す
る
こ
と
」
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、

「
深
い
退
屈
」
と
い
う
今
日
的
現
存
在
の
根
本
気
分
が
喚
起
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
い
う
仕
方
で
言
う
こ
と
」

(
G
A
3
9
,
3
0
)

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
言

(Sage)

の
声
(
S
t
i
m
m
e
)

は
調
律
さ
れ
て
(
g
e
s
t
i
m
m
t
)

気
分
づ
け

ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
詩
人
は
、
或
る
気
分

(
S
t
i
m
m
目
g)

の
う
ち
で
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
気
分
は
、
詩
作

の
言
が
「
存
在
」
を
企
投
し
言
葉
に
も
た
ら
す
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
術
語

で
言
え
ば
「
存
在
を
建
立
す
る
(stiften)
」
|
ー
空
間
を
貰
き
響
く

(durchstimmen)

も
の
、
つ
ま
り
一
貫
し
て
気
分
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

(10) 

こ
う
し
た
気
分
を
彼
は
「
詩
作
の
根
本
気
分
」
と
し
て
理
解
し
た
。

と
く
に
一
九
三
四
／
三
五
年
冬
学
期
講
義
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌

「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
根
本
気
分
と
し
て
、
「
悲
し
み
(Trauer)
」
を
取
り

出
し
た
。
彼
の
解
釈
に
よ
る
と
、
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
の
冒
頭
四
行
目

以
下
「
し
か
し
／
お
ん
み
ら
故
郷
の
数
々
の
河
流
よ
、
い
ま
お
ん
み
ら

と
と
も
に
／
こ
の
心
が
愛
し
な
が
ら
嘆
く
と
き
、

(
W
e
n
n
 a
b
e
r
 /
 1hr 

heimatlichen W
a
s
s
e
r
!
 jezt m
i
t
 e
u
c
h
 /
 De
s
 H
e
r
z
e
n
s
 Liebe klagt)」

と
い
う
詩
旬
に
表
現
さ
れ
て
い
る
呼
び
か
け
の
痛
み
・
嘆
き
は
、
「
悲
し

(11) 

み
」
と
い
う
根
本
気
分
の
う
ち
で
発
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
悲
し
み

は
、
一
切
の
も
の
ご
と
を
ど
う
で
も
よ
い
も
の
へ
と
押
し
や
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
、
「
大
き
な
痛
み
の
も
つ
端
的
な
良
さ
の
明

察
的
な
優
越
(hellsichtige
Uberlegenheit der einfachen Giite eines 

四
o
B
e
n
S
c
h
m
e
r
z
e
s
)
」（
G
A
3
9
,
8
2
)

と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
悲
し
み
は
、
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
を
日
常
と

108 



は
別
様
に
本
質
的
な
仕
方
で
あ
け
開
く
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
当

該
の
講
義
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
悲
し
み
の
気
分
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ

れ
て
い
る
の
か
を
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
の
詩
旬
に
即
し
て
示
そ
う
と
試

み
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
詩
作
の
根
本
気
分
は
、
詩
作
の
う
ち
で
現
存
在
に
対
し
て

「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
を
新
た
に
本
質
的
に
経
験
さ
せ
る
と
い
う
点

で
、
す
ぐ
れ
て
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
事
態
は
換
言
す
る
と
、
根
本
気
分
の
威
力
に
よ
っ
て
人
間
の
現
存
在

が
、
「
明
ら
か
に
さ
れ
た
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
た
だ
な
か
へ
と
晒
し

出
さ
れ
た
も
の
(
A
u
s
g
e
s
e
z
t
h
e
i
t
)
」（
G
A
3
9
,
1
4
1
)

と
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
存
在
が
、
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」
の
た
だ

な
か
へ
と
晒
し
出
さ
れ
た
仕
方
で
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
現
(
D
a
)
」
へ

．．．．． 

と
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
被
投
性
と
い
う
事
柄
の
形
而
上
学
的

．．． 

な
意
味
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
現
存
在
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
晒
し
出
し
」
を
引
き
受
け
、
そ
れ
と
同
時
に
、

こ
の
「
晒
し
出
し
」
の
う
ち
で
明
ら
か
に
な
る
「
全
体
と
し
て
の
存
在
者
」

の
保
護
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
「
存
在
」
は

現
存
在
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
、
担
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
「
存
在
」
と
現
存
在
と
の
関
わ
り
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と

は
、
こ
と
に
中
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
詩
作
に
お
け
る
根
本
気
分
の
問
題
は
、
民
族
の
歴
史
的
現
存

在
の
問
題
と
い
う
、
や
は
り
当
時
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
特
有
の
問
題
に
関
わ

っ
て
い
る
。
彼
は
民
族
の
歴
史
的
現
存
在
の
真
理
と
い
う
事
柄
を
、
民
族

が
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
歴
史
的
に
求
め

る
も
の
を
知
る
よ
う
な
「
存
在
の
明
ら
か
さ
」
と
し
て
理
解
し
、
こ
の
よ

(12) 

う
な
真
理
は
根
本
気
分
の
う
ち
で
あ
け
開
か
れ
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
そ

し
て
彼
の
所
論
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
民
族
の
現
存
在
の
真
理
が
詩
人

に
よ
っ
て
l

つ
ま
り
、
詩
作
の
う
ち
で
l

根
源
的
に
建
立
さ
れ
た
あ

と
、
そ
こ
で
露
わ
に
さ
れ
た
存
在
者
の
存
在
が
思
索
者
に
よ
っ
て
「
存
在
」

と
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
う
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
存
在
」
が
最
終
的
に
、
国

家
建
設
者
に
よ
っ
て
民
族
が
民
族
と
し
て
の
自
己
自
身
に
も
た
ら
さ
れ
る

(13) 

こ
と
を
つ
う
じ
て
、
歴
史
的
真
理
の
う
ち
へ
と
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
詩
作
の
根
本
気
分
は
ま
た
、
民
族
の
現
存
在
の
真
理
を

実
現
す
る
に
際
し
て
、
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

先
に
み
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
に
続
く
時
期
、
す
な
わ
ち
一
九
三
六
年

か
ら
三
八
年
に
か
け
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
中
期
思
想
の
内

容
を
断
章
の
か
た
ち
で
残
し
て
お
り
、
そ
れ
は
の
ち
に
生
前
の
彼
の
構
想

に
準
じ
て
編
纂
さ
れ
、
『
哲
学
へ
の
寄
与
（
性
起
に
つ
い
て
）
』
と
し
て
公

刊
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
は
、
「
存
在
」
を
め
ぐ
る
彼
の
中
期
特
有
の
思

索
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
根
本
気
分
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
哲
学
の
始
ま
り
が
「
最
初
の

五

控

え

目
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原
初
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
構
想
す
る
将
来
の
哲
学
の
始

ま
り
は
「
別
の
原
初
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
別
の
原
初
」
に
お
け

る
思
惟
の
根
本
気
分
と
い
う
も
の
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
哲
学
的
思
惟
と
い
う
も
の
を
、
や
は
り
根
本
気
分
の
う

ち
で
生
起
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
彼
は
表
明
的
に
、
「
す
べ
て

の
本
質
的
な
思
惟
は
、
そ
の
思
想
と
命
題
と
が
つ
ね
に
新
た
に
鉱
物
の
よ

う
に
、
根
本
気
分
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
」

(
G
A
6
5
,
2
1
)

と
述
べ
て
、
哲
学
的
思
惟
に
対
し
て
根
本
気
分
の
も
っ
て
い
る
根
源
的
な

意
味
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
根
本
気
分
は
、
人
間
の
「
現
上
什

在
」
を
気
分
づ
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
概
念
に
よ
っ
て
「
存
在
の
真

理
」
を
企
投
す
る
こ
と
と
し
て
の
思
惟
ー
ー
「
別
の
原
初
」
に
お
け
る
思

惟
を
気
分
づ
け
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
そ
の
よ
う
な
根
本
気
分
は
、
「
驚
愕
(Erschrecken)
」

と
「
控
え
目
(
V
e
r
匡
tenheit)
」
ー
ー
ま
と
め
て
「
予
感

(Ahn目
g)
」
ー
ー
、

お
よ
び
「
物
怖
じ
(
S
c
h
e
u
)
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
諸
気
分
の
う
ち
に
現
れ

(14) 

て
い
る
。
こ
の
「
別
の
原
初
」
の
根
本
気
分
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
語
で

特
徴
つ
け
て
は
お
ら
ず
、
彼
自
身
、
こ
れ
ら
の
諸
気
分
を
統
一
的
に
表
す

よ
う
な
語
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
よ
う
な
事
態
は
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
根
本
気
分
の
単
一
性
を
否
定
す
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
内
容
的
な
豊
か
さ
と
な
じ
み
の
無
さ
を
証
示

す
る
の
で
あ
る
。
「
驚
愕
」
は
人
間
を
、
存
在
者
が
在
り
、
そ
し
て
こ
の

「
存
在
(
S
e
y
n
)
」
と
い
う
も
の
が
「
存
在
者
」
か
ら
退
い
て
し
ま
っ
た
と

い
う
事
態
l

「
存
在
棄
却
性
(Seinsverlassenheit)
」
を
前
に
し
て

跳
び
退
ら
せ
る
。
「
控
え
目
」
の
う
ち
で
人
間
は
、
「
存
在
の
現
成

(
W
e
s
目
g
d
e
s
 S
e
y
n
s
)
」
と
し
て
の
自
己
拒
絶
、
つ
ま
り
「
存
在
」
と
い

う
も
の
が
、
自
ら
の
現
出
を
拒
む
と
い
う
仕
方
で
、
「
存
在
」
と
し
て
知

ら
れ
る
と
い
う
あ
り
方
へ
と
眼
を
向
け
る
。
「
物
怖
じ
」
か
ら
は
必
然
的

に
沈
黙
と
い
う
も
の
が
発
現
し
、
こ
れ
が
「
性
起
(Ereignis)
」
と
い
う

出
来
事
と
し
て
「
存
在
」
を
現
成
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
態

が
、
存
在
者
の
た
だ
な
か
に
お
け
る
行
為
や
存
在
者
に
対
す
る
態
度
を
一

貰
し
て
気
分
づ
け
て
い
る
。

な
か
で
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
控
え
目
」
と
い
う
根
本
気
分
を
、
将
来
の

人
間
存
在
つ
ま
り
、
「
現
L
仕
在
」
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
人
間

(15) 

存
在
の
「
様
式
」
と
し
て
理
解
し
た
。
そ
の
よ
う
な
様
式
と
し
て

「
控
え
目
」
は
、
「
現
L
仕
在
」
と
い
う
根
拠
づ
け
を
一
貰
し
て
気
分
づ
け

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
こ
の
「
現
ー
存
在
」
に
も
と
づ
い
た

「
別
の
原
初
」
に
お
け
る
思
惟
の
様
式
と
な
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な

「
控
え
目
」
は
、
「
存
在
の
真
理
」
へ
と
帰
属
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
思
惟
を
気
分
づ
け
る
の
で
あ
る
。

『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
根
本
気
分
は
、
「
別
の
原
初
」

に
お
け
る
思
惟
「
存
在
の
真
理
」
の
概
念
的
な
企
投
と
い
う
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
中
期
思
想
に
特
有
の
間
題
圏
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

思
惟
は
、
「
存
在
」
と
い
う
も
の
が
自
己
自
身
を
隠
す
と
い
う
仕
方
で
、

「
存
在
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
と
し
て
露
わ
に
な
る
と
い
う
出
来
事
「
存

llO 



結
語

へ
向
か
わ
せ
る
、

在
」
の
本
質
現
成
と
し
て
の
「
性
起
」
ー
—
を
、
哲
学
的
に
概
念
把
握
し

よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
根
本
気

分
は
ま
ず
、
人
間
の
本
質
根
拠
で
あ
る
「
現
ー
存
在
」
「
全
体
と
し
て

の
存
在
者
」
そ
の
も
の
の
開
性
(Offenheit)

と
し
て
の
「
現
(
D
a
)
」
で

在
る
こ
と
を
一
貰
し
て
気
分
づ
け
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
、

「
現
上
仕
在
」
の
う
ち
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
「
別
の
原
初
」
の
思
惟
を
気
分

づ
け
て
、
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
的
現
存
在
の
現
象
学
的
解
釈
を
つ
う
じ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
気

分
」
が
現
存
在
の
存
在
性
格
を
第
一
次
的
に
開
示
す
る
現
象
で
あ
り
、
そ

も
そ
も
「
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
」
が
世
界
に
お
け
る
現
存
在
の
あ

り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
か
で
も
現

存
在
の
存
在
を
根
源
的
に
表
し
て
い
る
気
分
、
あ
る
い
は
そ
の
存
在
を
一

貰
し
て
規
定
し
て
い
る
気
分
を
彼
は
、
「
根
本
気
分
」
と
し
て
性
格
づ
け

た
の
で
あ
っ
た
。
不
安
、
退
屈
、
悲
し
み
、
あ
る
い
は
控
え
目
を
根
本
気

分
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
そ
の
問
題
圏
が
異
な
る
と
は
い
え
、
い
ず
れ

に
し
て
も
人
間
の
本
質
と
し
て
の
「
現
上
什
在
」
を
問
題
に
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
る
と
そ
れ
は
、
人
間
の
有
限
性
の
根
拠
を
問
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
根
本
気
分
を
喚
起
す
る
こ
と
は
、
現
存
在

を
自
ら
の
日
常
性
か
ら
離
脱
さ
せ
「
哲
学
す
る
こ
と
」

つ
ま
り
、
世
界
を
別
様
に
経
験
し
、
本
来
的
に
自
己
を
理
解
す
る
よ
う
に

強
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
気
分
の
哲
学
的
意
味
の
発
見
と
根
本
気
分

の
把
握
と
に
も
と
づ
い
た
「
哲
学
」
の
構
想
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
根
本
気
分
」
の
思
想
の
も
つ
哲
学
的
意
味
が
存
し
て
い
よ
う
。

注
原
則
と
し
て
本
文
お
よ
び
注
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
・
参
照
箇

所
は
、
以
下
の
略
記
号
の
あ
と
に
頁
数
を
併
記
し
て
示
し
て
い
る
。

G
A
5
8
:
 M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 G
r
u
n
d
p
r
o
b
l
e
m
e
 d
e
r
 P
h
i
i
n
o
m
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(
1
9
1
9
 ,20)9 

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Bd.58, Frankfurt a. 
M
.
 1993. 

G
A
6
0
:
 M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
P
h
i
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
d
e
s
 
religiiisen 
L
e
b
e
n
s
,
 

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Bd.60, Frankfurt a. 
M
.
 1995. 

G
A
2
0
:
 M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
 z
u
r
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
s
 Zeitbegriffs, 

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Bd.20, 2. 
Aufl., F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 1988. 

S
 Z
 
:
 M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 S
e
i
n
塁
d
Zeit, 15. Aufl., Tiibingen 1984. 

G
A
3
:
 M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
K
a
n
t
 
u
n
d
 
d
a
s
 
P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
r
 
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
,
 

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Bd.3, Frankfurt a. 
M
.
 1991. 

W
M
:
M
苔
n
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 W
a
s
 ist M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
?
,
 13. Aufl., Frankfurt a. 
M
.
 1986. 

G
A
2
9
/
3
0
 :
 Ma
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 D
i
e
 G
r
u
n
d
b
e
g
r
i
f
f
e
 d
e
r
 M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
.
 
W
e
l
t
 ,
 

替
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,
 Ei
n
s
a
m
k
e
i
t
,
 G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 B
d
.
2
9
/
3
0
 `
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 

1983. 

G
A
3
9
:
 M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 Holderlins H
y
m
n
e
n
 >
G
e
r
m
a
n
i
e
n
 ^

塁
d
>
R
h
e
i
n
 ̂
9
 

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Bd.39, F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 1989. 

G
A
6
5
:
 M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
Beitriige 
z
u
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
(
V
o
m
 E
r
e
i
g
n
i
s
)
,
 

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Bd.65, F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 1989. 

W

P

 :

M
昔
n
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 W
a
s
 ist 
d
a
s
 |
 die Philosophie?, 2. 
Aufl., 
Pfullingen 

1960. 

(
1
)
 
V
g
l
.
 
O
t
t
o
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 B
o
l
l
n
o
w
,
 D
a
s
 W
e
s
e
n
 d
e
r
 S
t
i
m
m
u
n
g
e
n
,
 7
.
 
Aufl., 
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現
代
思
想
文
化
学
・
助
手
）

F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 1
9
8
8
 `
 
S.53. 

(
2
)
 Vgl. W
P
,
 S.37f. 

(
3
)
 Vgl. M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 Interpretation z
u
 Aristoteles, 

in :
 
Dilthey-]ahrbuch fiir Philosophie u
n
d
 Geschichte d
e
r
 G
e窃
teswissenschaften,

B
d
.
6
 `
 
1
9
8
9
,
 S.245. 

(
4
)

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
一
九
一
九
／
二

0
年
以
降
の
探
究
を
「
事
実
性
の
解
釈
学
」

と
性
格
づ
け
て
い
る
。

Vgl.
S
Z
,
 S
.
7
2
 A
n
m
.
 

(
5
)
 
Vgl. G
A
6
0
,
 S.242. 

(
6
)
 
Vgl. G
A
6
0
,
 S.248f. 

(
7
)
 
Vgl. S
Z
,
 S.134. 

(
8
)
 
V
g
l
.
 
G
i
i
n
t
e
r
 Figal, M
a
i‘tin H
e
i
d
e
g
g
e
r
.
 P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
r
 Freiheit, 

F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 1
9
8
8
,
 S.202. 

(
9
)
 
Vgl. W
M
,
 S.35, 38. 

(10) 
Vgl. G
A
3
9
,
 S.79. 

(11) 
Vgl. G
A
3
9
,
 S.81. 

な
お
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
の
訳
文
は
、
手
塚
富
雄
訳
「
ゲ

ル
マ
ニ
ア
」
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
全
集
』
第
二
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
六
年
、

一
九
七
頁
に
よ
る
。

(12) 
Vgl. G
A
3
9
,
 S.144. 

(13) 
Vgl. e
b
d
.
 

(14)
以
下
、
当
段
落
の
内
容
に
関
し
て
は
G
A
6
5
,
S
.
1
4
を
参
照
。

(15) 
V
 gl. G
A
6
5
,
 S.33. 
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