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ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
中
期
の
思
索
に
お
い
て
、
『
存
在
と
時
間
』

九
二
七
）
で
最
も
枢
要
な
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
た
「
実
存
」

(Existenz)
と
い
う
術
語
を
「
脱
ー
存
」

(Ek'sistenz)
と
し
て
解
釈

し
直
す
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
試
み
は
、
一
九
三

0
年
に
最
初
に
行

わ
れ
た
講
演
『
真
理
の
本
質
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
既
に
始
ま
っ
て
お

り
、
こ
の
講
演
で
は
》
E
k
'
s
i
s
t
e
n
z
《ヽ
》
ek'sistent
《ヽ
》
ek'sistieren
《

と
い
う
語
が
早
く
も
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、
脱
ー
存
と
い
う
概
念

が
明
確
に
定
義
さ
れ
、

E
x
i
s
t
e
n
z
か
ら
E
k
'
s
i
s
t
e
n
z
へ
の
解
釈
変
更
が

表
立
っ
て
為
さ
れ
る
の
は
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
(
-
九
四
六
）
に

お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
の
な
か
で
、
脱
I
存
は
次
の
よ
う
に
定
義

さ
れ
て
い
る
。
「
脱
ー
存
と
は
、
内
容
的
に
は
、
存
在
の
真
理
の
内
へ

と
、
外
ヘ
ー
出
て
ー
立
っ
て
い
る
こ
と

(
H
i
n
'
a
u
s
'
s
t
e
h
e
n
)
を
意
味
し

て
い
る
」

(
G
A
9
,
3
2
6
)

。
そ
し
て
「
『
世
界
ー
内
ー
存
在
』
と
は
脱
I
存

の
本
質
を
名
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
脱
ー
存

(Ek'sistenz)

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
に
即
し
て

枇
界
に
住
ま
う
こ
と

の
『
脱
ー
』
(
》
E
k
'
《
）
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
現
成
す
る
と
こ
ろ
の
明
け

開
か
れ
た
次
元
を
顧
慮
し
て
で
あ
る
」

(
G
A
9
,
3
5
0
)

と
言
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
存
在
の
真
理
の
う
ち
に
住
ま
う
こ
と
が
世
界
ー
内
ー
存
在
の
本

(vgl.GA9, 3
5
8
)

。
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
書
簡
』
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
世
界
ー
内
ー
存
在
を
『
存

在
と
時
間
』
に
お
け
る
世
界
ー
内
ー
存
在
と
比
較
し
て
み
る
と
き
、
我
々

は
寵
ち
に
或
る
麒
輛
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
『
存
在
と
時
間
』
で

は
、
「
内
ー
存
在
」

(In
,
 
Sein)
の
「
内
」

(in)
が
、
住
ま
う
こ
と
を
意

味
す
る
i
n
n
a
n
，
か
ら
由
来
す
る
も
の
と
し
て
語
源
的
に
分
析
さ
れ
る
こ

と
に
基
づ
い
て
、
世
界
ー
内
ー
存
在
と
は
現
存
在
が
世
界
の
も
と
で
馴

れ
親
し
ん
で
住
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、

こ
の
世
界
の
「
も
と
で
の
存
在
」

(
S
e
i
n
bei)
は
、
世
界
へ
の
没
入
と

い
う
更
に
詳
細
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
意
味
に
お
い
て
は
、
現
存
在
の
「
類

落」

(Verfallen)
と
い
う
現
象
に
繋
が
り
、
従
っ
て
住
ま
う
こ
と
と
し

質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

西

松

豊

起
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て
の
内
ー
存
在
は
頗
落
の
基
礎
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

(vgl.SZ,

5
4
)

。
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
住
ま
う
こ
と
は
、
存
在
の
真

理
の
う
ち
に
住
ま
う
こ
と
と
は
お
よ
そ
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
世
界

ー
内
ー
存
在
も
先
駆
的
決
意
性
と
い
う
本
来
的
な
様
相
を
と
り
得
る
。

し
か
し
、
こ
の
本
来
性
に
お
い
て
も
「
も
と
で
の
存
在
」
は
現
存
在
の

存
在
を
構
成
す
る
一
契
機
と
し
て
付
き
纏
っ
て
い
る
。
確
か
に
「
も
と

で
の
存
在
」
が
直
ち
に
類
落
へ
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
『
存

在
と
時
間
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
現
存
在
は
、
そ
の

つ
ど
既
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
間
も
な
く
再
び
、
非
決
意
性
の
う
ち
で

存
在
し
て
い
る
」

(sz,
2
9
9
)

。

世
界
ー
内
ー
存
在
と
し
て
の
住
ま
う
こ
と
に
対
す
る
評
価
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
前
期
の
思
索
と
中
期
の
思
索
と
で
は
逆
転
し
た
か
の
よ
う
に

見
え
る
が
、
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
そ
れ
を
逆
転
と
は
見
て
い
な

い
。
「
こ
の
よ
う
な
〔
存
在
の
真
理
の
う
ち
に
〕
住
ま
う
こ
と
が
『
世
界

ー
内
I
存
在
』
（
『
存
在
と
時
間
』
五
四
頁
参
照
）
の
本
質
で
あ
る
」
(
G
A
9
,

3
5
8
,
 
〔
〕
内
は
引
用
者
）
と
い
う
言
明
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
に
お
い
て
も
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
世

界
ー
内
ー
存
在
の
本
質
は
飽
く
ま
で
も
固
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
世
界
ー
内
ー
存
在
と
い
う
概
念
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ

て
解
釈
変
更
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
し
か
し
彼
自
身

は
そ
う
は
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
の
事
情
を
、
我
々
は
ど
う
理
解
す
れ

い
ず
れ
も

ル
フ
ィ
ス
ム
ス
で
以
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

中
期
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
に
お
い
て
は
、
「
存
在
の
真
理
」
と

は
、
存
在
そ
れ
自
身
の
覆
蔵
性

(
V
e
r
b
o
r
g
e
n
h
e
i
t
)
が
覆
蔵
性
そ
の
も

の
と
し
て
明
け
開
か
れ
、
露
に
な
る
と
い
う
生
起
を
指
し
て
い
る
。
従

っ
て
「
存
在
の
真
理
の
う
ち
に
住
ま
う
こ
と
」
と
は
、
存
在
そ
れ
自
身

の
覆
蔵
性
が
そ
の
も
の
と
し
て
明
け
開
か
れ
る
場
に
住
ま
う
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
「
存
在
の
覆
蔵
性
」
や
「
存
在
の
欠
在

(
A
u
s
b
l
e
i
b
e
n
)
」
等
々
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
に
軽
々
に
語
ら
れ
が
ち

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
、
我
々
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
中
期
以
降
の

思
想
に
接
す
る
と
き
に
覚
え
る
違
和
感
の
―
つ
は
、
存
在
そ
れ
自
身
に

つ
い
て
、
自
ら
を
覆
蔵
す
る

(sich
v
e
r
b
e
r
g
e
n
)

と
か
、
脱
去
す
る

(sich e
n
t
z
i
e
h
e
n
)
 

ば
よ
い
の
か
。

と
か
、
欠
在
す
る
等
々
の
一
連
の
ア
ン
ト
ロ
ポ
モ

ハ
イ

デ
ガ
ー
の
中
期
・
後
期
の
思
想
を
研
究
す
る
場
合
、
我
々
は
最
初
に
覚

え
た
こ
の
違
和
感
を
忘
れ
て
こ
れ
ら
の
語
を
常
套
句
の
よ
う
に
使
い
回

し
に
し
が
ち
で
あ
る
が
、
注
意
し
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
を
も
含
め
て
我
々
が
な
ぜ
存
在
そ
れ
自
身
の
覆

蔵
性
を
、
脱
去
を
、
そ
し
て
欠
在
を
経
験
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
得

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
覆
蔵
性
も
脱
去
も
欠
在
も
、

存
在
そ
れ
自
身
の
欠
如
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
困
難
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存
在
そ
れ
自
身
の
欠
如
相
で
あ
る
。
確
か
に
我
々
は
存
在
者
の
欠
如
に

つ
い
て
な
ら
語
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
者
は
対
象
と
し
て
表
象
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
例
え
ば
以
前
在
っ
た
も
の
が
今
無
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
存
在
そ
れ

自
身
は
対
象
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
あ
れ
や

こ
れ
や
の
存
在
者
が
無
い
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
は
存
在
そ
れ
自
身
の

欠
如
は
経
験
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
そ
れ
自
身
の
欠
如
の
経
験

．．．．． 

は
端
的
な
欠
如
の
経
験
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
端
的
な

欠
如
は
そ
れ
自
身
に
留
ま
る
限
り
に
お
い
て
は
、
決
し
て
我
々
に
は
経

験
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
体
な
ぜ
我
々

は
欠
如
し
て
い
る
は
ず
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
こ

と
を
経
験
し
、
如
何
な
る
資
格
を
以
て
そ
の
欠
如
に
つ
い
て
語
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、

一
見
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
或
る
時
期
ま
で
存
在
を

し
ば
し
ば
光
の
形
象
で
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
『
「
形

而
上
学
と
は
何
か
」
へ
の
序
論
』
(
-
九
四
九
）
か
ら
一
節
を
引
い
て
お

く
と
、
「
存
在
者
と
は
何
か
と
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
到
る
と
こ
ろ
で
、

存
在
者
そ
の
も
の
が
視
野
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。
形
而
上
学
的
表
象

作
用
は
こ
の
視
野
を
存
在
の
光
に
負
う
て
い
る
」

(
G
A
9
,
3
6
5
)

と
言
わ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
蔵
言
』
(
-
九
四
六
）

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
存
在
は
、

そ
れ
が
自
ら
を
存
在

者
の
内
へ
と
露
現

(entbergen)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
脱
去
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
存
在
は
自
ら
の
真
理
に
関
し
て
自
制
す
る
。
こ
の
自

制
こ
そ
、
存
在
が
露
現
を
行
な
う
早
初
の
仕
方
で
あ
る
」

(
G
A
5
,

3
3
7
)

。
光
は
光
そ
の
も
の
と
し
て
は
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
初
め
て
も
の

が
見
え
る
の
と
同
様
に
、
存
在
者
が
露
現
さ
れ
る
た
め
に
は
存
在
は
脱

去
し
自
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
現
前
す
る
こ
と

(
A
n
w
e
s
e
n
)
が

．．．． 

輝
く
こ
と
に
お
い
て
、
現
前
す
る
も
の
が
現
れ
、
こ
ち
ら
へ
（
前
に
）

•••• 出
て
来
る
。
輝
く
こ
と
は
決
し
て
現
れ
な
い
の
で
あ
る
I.
」（
G
A
5
,
3
6
4
,
 

A
n
m
.
c
)
。
こ
の
脚
註
に
従
う
な
ら
ば
、
存
在
と
は
そ
れ
自
身
輝
き
で
あ

り
、
光
で
あ
る
が
、
光
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
本
質
上
不
可
視
の
も
の

に
留
ま
る
。
従
っ
て
、
現
に
存
在
者
が
非
覆
蔵
性
の
う
ち
に
露
現
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
存
在
の
覆
蔵
性
の
証
左
に
他
な
ら

な
い
と
取
り
敢
え
ず
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
実
は
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
先
に
私
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
存
在
を
光
の
形
象
で
語
っ
て
い
る
の
は
或
る
時
期
ま
で
で
あ

る
と
さ
り
げ
な
く
断
っ
て
お
い
た
。
そ
の
時
期
と
は
、
恐
ら
く
後
期
の

思
索
の
初
め
頃
、
具
体
的
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
最
終
講
義
『
根
拠
律
』

（
一
九
五
五
／
五
六
）
の
辺
り
ま
で
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
講

義
の
或
る
箇
所
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
そ
の
つ
ど
存
在
者

が
現
れ
得
る
た
め
に
は
‘
存
在
は
そ
れ
自
身
か
ら
し
て
既
に
予
め
輝
い

て
さ
え
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

(
S
G
,

111)
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
講
義
で
は
存
在
は
ま
だ
光
や
明
る
さ
の
イ
メ
ー
ジ
を
以
て
語
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無
と
い
う
欠
如
相
の
下
で
の
存
在
そ
れ
自
身
の
経
験

ら
れ
て
い
る
c

と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
、
一
九
六
四
年
に
パ
リ
の
コ
ロ
ク

で
行
わ
れ
た
講
演
『
哲
学
の
終
末
と
思
惟
の
課
題
』
で
は
、
存
在
の
開

性

(Offenheit)
を
表
わ
す
》

L
i
c
h
t
u
n
g
《
と
い
う
語
か
ら
光
や
明
る

さ
の
含
蓄
が
払
拭
さ
れ
て
、
こ
の
語
は
間
伐
に
よ
っ
て
で
き
た
森
林
の

な
か
の
空
き
地
と
い
う
そ
の
原
義
に
近
づ
け
て
思
惟
さ
れ
て
い
る

(vgl. N
 SD
,
 71f.)
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
L
i
c
h
t
u
n
g
と
は
、
そ
れ
自

体
と
し
て
は
明
る
く
も
暗
く
も
な
く
‘
む
し
ろ
光
が
射
し
込
ん
で
、
そ

こ
で
明
る
さ
と
暗
さ
と
が
戯
れ
合
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
の
こ
と
で

あ
り

(vgl.
N
 SD
,
 72)
、
従
っ
て
そ
れ
は
も
は
や
「
明
け
開
け
」
で
は
な

く
「
空
け
開
け
」
と
訳
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

存
在
そ
れ
自
身
の
覆
蔵
性
や
脱
去
に
つ
い
て
表
立
っ
て
語
り
出
さ
れ

る
の
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
中
期
の
思
索
以
降
で
あ
る
が
、
存
在
そ
れ
自
身

に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
方
は
既
に
彼
の
前
期
の
思
索
の
う
ち
で
先
行

的
に
予
描
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
存
在
と

時
間
』
に
お
い
て
は
「
存
在
一
般
」

(
S
e
i
n
t
i
b
e
r
h
a
u
p
t
)
と
い
う
語
は

頻
出
し
て
も
「
存
在
そ
れ
自
身
」

(
S
e
i
n
selbst)
と
い
う
語
は
出
て
こ

な
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
は
こ
の
書
の
う
ち
に
読
み
込
む
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
不
安
に
お
い
て
無
意
義
化
し
た
世
界

(
l
)
 

で
あ
る
。
辻
村
公
一
氏
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
世
界
性
の
二
重

性
格
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
仮
に
「
世
界
性
A
」
「
世
界
性
B
」
と
名
づ

(
2
)
 

け
て
い
る
。
世
界
性
A
と
は
、
有
意
義
性
(
B
e
d
e
u
t
s
a
m
k
e
i
t、
辻
村
氏

の
訳
語
で
は
「
指
示
性
」
）
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
世
界
、
つ
ま
り
我
々

が
日
常
そ
の
う
ち
に
住
み
慣
れ
て
い
る
世
界
の
本
質
構
造
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
世
界
性
B
と
は
、
不
安
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
世
界
の
無

意
義
性

(
U
n
b
e
d
e
u
t
s
a
m
k
e
i
t
、
辻
村
氏
の
訳
語
で
は
「
非
指
示
性
」
）

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
不
安
は
情
態
性
の
様
相
と
し
て
、
ま
ず
最
初
に

•••••••• 
世
界
を
世
界
と
し
て
開
示
す
る
」

(SZ,

187)
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
世
界
の
無
意
義
性
こ
そ
が
世
界
そ
の
も
の
の
真
相
で
あ

る
と
言
え
る
。
辻
村
氏
に
よ
れ
ば
「
世
界
と
し
て
の
世
界
」

(
e
l
t
als 

W
e
l
t
)
が
世
界
の
根
源
的
な
相
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
世
界
の
こ

の
根
源
的
な
相
の
経
験
は
「
世
界
の
無
」

(sz,
3
4
3
)

の
経
験
で
あ
り
、

こ
の
世
界
の
無
の
経
験
こ
そ
が
後
に
「
存
在
そ
れ
自
身
」
と
名
づ
け
ら

れ
る
事
柄
の
経
験
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
世
界
の
無
の
経
験

と
言
っ
て
も
、
内
世
界
的
存
在
者
の
不
在
が
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
世
界
は
日
常
性

に
お
い
て
は
手
元
存
在
者
(
Z
u
h
a
n
d
e
n
e
s
)
の
適
所
性
(
B
e
w
a
n
d
t
n
i
s
)

が
現
存
在
の
存
在
を
中
心
と
し
つ
つ
、
こ
の
存
在
へ
と
帰
趨
し
て
ゆ
く

形
で
組
織
さ
れ
た
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
手
元
存
在
者
が
適

所
性
を
得
て
道
具
の
指
示
連
関
の
一
部
を
形
成
す
る
限
り
に
お
い
て
、

初
め
て
そ
の
存
在
者
は
そ
の
つ
ど
の
現
存
在
に
と
っ
て
「
在
る
」
と
言

え
る
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
適
所
性
と
は
内
世
界
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ろ
う
。
し
か
し
、

的
存
在
者
の
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
適
所
性
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
た
世
界
と
は
、
内
世
界
的
存
在
者
に
適
所
性
と
い
う
形
で
そ

の
存
在
を
与
え
て
い
る
地
平
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
限
り
で
、

も
は
や
存
在
者
の
存
在
と
は
同
一
視
さ
れ
得
ず
、
む
し
ろ
後
の
言
葉
で

言
え
ば
「
存
在
そ
れ
自
身
」
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
常
性
に
お
い
て
道
具
の
使
用
が
支
障
な
く
行
な
わ
れ
て
い
る
と
き
に

は
我
々
は
そ
も
そ
も
世
界
の
有
意
義
性
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
し
、
ま

し
て
や
適
所
性
と
世
界
と
の
差
異
を
経
験
す
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
そ

の
差
異
は
、
不
安
に
お
い
て
世
界
が
無
意
義
化
し
た
と
き
際
立
た
せ
ら

れ
、
我
々
は
「
世
界
と
し
て
の
世
界
」
を
「
世
界
の
無
」
と
い
う
様
相

に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
経
験
が
、
『
形
而
上
学
と
は
何

か
』
(
-
九
二
九
）
で
言
わ
れ
て
い
る
「
無
の
顕
示
(
O
f
f
e
n
b
a
r
u
n
g
)
」

の
経
験
で
あ
る
。
不
安
に
お
い
て
無
が
顕
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
無
と

の
鋭
い
対
比
に
お
い
て
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
(
d
a
s
S
e
i
e
n
d
e
 als 

ein s
o
l
c
h
e
s
)
、
つ
ま
り
無
で
は
な
く
て
存
在
す
る
と
い
う
限
り
で
の
存

在
者
と
し
て
、
際
立
た
せ
ら
れ
る
。
「
無
は
、
人
間
の
現
存
在
に
と
っ
て

存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
顕
示
さ
れ
得
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
で

あ
る
」
(
G
A
9
,
115)
。
そ
の
限
り
で
、
無
は
、
存
在
者
に
そ
の
存
在
を

与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
存
在
そ
れ
自
身
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

そ
の
存
在
そ
れ
自
身
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
露
に
な

る
こ
と
は
な
く
‘
飽
く
ま
で
も
無
と
い
う
端
的
な
欠
如
相
の
下
で
し
か

現
出
し
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

E
・
ケ
ッ
テ
リ
ン
ク
は
「
無
と
存
在
と

(3) 

は
、
一
枚
の
メ
ダ
ル
の
両
面
の
よ
う
に
共
属
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
但
し
そ
の
よ
う
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
メ
ダ
ル
は
無
の
面
し
か

見
せ
な
い
と
付
け
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

存
在
そ
れ
自
身
は
そ
の
欠
如
相
の
下
で
し
か
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う
根

本
経
験
を
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
経
験
が
、
存
在

そ
れ
自
身
の
覆
蔵
性
や
脱
去
や
欠
在
と
い
っ
た
、
中
期
以
降
の
思
惟
を

導
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
私
は
‘
存

．．． 

在
そ
れ
自
身
は
無
と
い
う
欠
如
相
と
し
て
し
か
経
験
さ
れ
な
い
と
い
う

表
現
を
注
意
深
く
避
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
表
現
で
は
、
「
と
し
て
」

を
基
本
構
造
と
す
る
解
釈
が
無
の
経
験
に
介
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
疑
念
を
招
く
虞
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、
ま

ず
不
安
に
お
い
て
無
が
経
験
さ
れ
た
後
で
、
こ
の
無
の
経
験
が
存
在
そ

．．． 

れ
自
身
の
欠
如
相
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
無
と
存
在
そ
れ

自
身
と
は
、
不
安
に
お
い
て
無
が
開
示
さ
れ
た
そ
の
最
初
の
と
き
か
ら

既
に
表
裏
一
体
と
な
っ
て
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
《
il
y
a
》
の
分
析
を
援
用
し
つ
つ
証
示
し
よ
う

と
思
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
援
用
す
る
の
は
単
な
る
辻
棲
合
わ
せ
で
は
な

い
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
『
時
間
と
他
者
』
(
-
九
四
六
／
四
七
）
に
お

け
る
《
il
y
a
》
の
分
析
の
或
る
箇
所
で
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
に
お

(
4
)
 

け
る
「
無
の
無
化
」
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
の
分
析
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

言
う
「
不
安
」
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
為
さ
れ
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
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か
ら
で
あ
る
。
《
i
l

y
a
》
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
そ
の
非
人
称
表
現
に

よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
匿
名
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
il

y
 a
》
と

は
、
何
が
在
る
と
も
言
え
な
い
匿
名
で
非
人
称
の
「
在
る
」
な
の
で
あ

る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
『
時
間
と
他
者
』
で
は
‘
口
調
上
の
理
由
か
ら
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
存
在
と
存
在
者
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
実
存
す
る

こ
と
」

(exister)

と
「
実
存
者
」

(existant)

と
訳
す
と
断
っ
て
い

る
が
、
《

i
i

y
a

》
と
は
「
実
存
者
な
き
実
存
す
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
《
ii
y
a
》
は
、
存
在
者
の
存
在
と
は
区
別
さ
れ
る
存
在
そ
れ
自

身
に
概
ね
相
当
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
の
《
ii
y
a
》
は
、
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
(
-
九
四
七
）
で
は
、
「
一

(
6
)
 

面
に
広
が
り
、
避
け
難
＜
、
そ
し
て
匿
名
の
、
実
存
の
ざ
わ
め
き
」
と

(7) 

表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
引
き
裂
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
不
可
能
性
は
、
「
と
り
わ
け
、
眠
り
が
我
々
の
呼
び
か
け
を
逃
れ
る

(
8
)
 

或
る
時
間
を
横
切
っ
て
顕
現
す
る
」
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
《
ii
y
a
》

は
不
眠
の
夜
に
お
い
て
重
く
伸
し
掛
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

不
眠
と
は
、
『
時
間
と
他
者
』
に
よ
れ
ば
、
「
眠
り
へ
の
可
能
な
手
立
て

(
9
)
 

の
無
い
覚
醒
状
態
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
眠
り
へ
の
可
能
な
手
立
て
が

無
い
と
い
う
意
味
で
の
無
に
お
い
て
《
ii
y
a

》
が
経
験
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
我
々
の
言
い
方
で
は
存
在
そ
れ
自
身
が
無
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

死
す
べ
き
者
ど
も
と
存
在
の
真
理

前
期
の
思
索
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
経
験
は
、

ブ
レ
ー
メ
ン
連
続
講
演
『
在
る
と
言
え
る
も
の
へ
の
観
入
』
(
-
九
四
九
）

の
最
初
の
講
演
『
物
』
に
お
い
て
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
講
演
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
死
は
無
の
厨
子
と
し

て
、
存
在
の
現
成
し
て
い
る
も
の

(
d
a
s
 W
 
e
s
e
n
d
e
)

を
自
ら
の
う
ち

に
蔵
し
匿
っ
て
い
る
(
b
e
r
g
e
n
)
。
死
は
無
の
厨
子
と
し
て
、
存
在
の
山

並
み

(
d
a
s
G
e
b
i
r
g
)

で
あ
る
」

(
G
A
7
9
,

18)
。
通
常
、

B
e
r
g

(山）

の
集
ま
り

(ge'
）
が
》

G
e
b
i
r
g
e
《
（
山
脈
）
と
言
わ
れ
る
が
、
今
の
場

合
に
は
》

B
e
r
g
《
か
ら
》

b
e
r
g
e
n
《
の
音
が
聴
き
取
れ
る
。

》G
e
b
i
r
g
《
に
は
、
そ
の
彼
方
に
存
在
を
蔵
し
匿
っ
て
い
る

(
b
e
r
g
e
n
)

山
の
集
ま
り

(ge'
）
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
存
在
が
蔵
し
匿
わ
れ
た
ま
ま
で
は
、
そ
れ
が
無
に
お

こ
の
講
演

い
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
も
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
。
だ
が
、

に
若
干
の
手
を
加
え
て
翌
年
に
単
独
で
行
な
わ
れ
た
講
演
で
は
、
無
は

存
在
そ
れ
自
身
の
「
密
令
」

(
G
e
h
e
i
m
n
i
s
)
と
し
て
現
成
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
死
は
無
の
厨
子
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ

る
点
か
ら
見
て
も
何
か
単
に
存
在
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
も
の
、

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
現
成
し
、
し
か
も
そ
の
う
え
存
在
そ
れ
自
身

(10) 

の
密
令
と
し
て
現
成
す
る
も
の
の
厨
子
で
あ
る
」

(VA,
171)
。
こ
こ
で

つ
ま
り
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言
わ
れ
て
い
る
「
密
令
」
と
は
何
か
。
『
ニ
ー
チ
ェ
』
第
二
巻
で
は
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
存
在
の
欠
在
と
は
、
そ
の
非
覆
蔵
性
に
関

し
て
自
制
す
る
こ
と
に
お
け
る
、
存
在
自
身
の
脱
去
で
あ
る
が
、
存
在

は
そ
の
拒
絶
的
な
自
己
覆
蔵
に
お
い
て
こ
の
非
覆
蔵
性
を
約
束
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
は
脱
去
に
お
け
る
約
束
と
し
て
現
成
し
て
い
る
」

(NII, 3
9
0
)

。
そ
し
て
、
こ
の
存
在
の
約
束
を
「
自
ら
の
本
質
に
従
っ

て
護
り
保
ち
つ
つ
も
覆
蔵
し
、
そ
の
際
こ
の
自
ら
の
本
質
の
点
で
自
ら

自
身
に
対
し
て
覆
蔵
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
総
じ
て
覆
蔵
さ
れ

た
ま
ま
に
留
ま
る
も
の
、
し
か
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
何
ら
か
の
仕
方
で

現
れ
る
も
の
」

(NII,
3
6
9
)

が
「
密
令
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
》
G
e
h
e
i
m
n
i
s
《
を
通
常
の
意
味
通
り
に
「
秘
密
」
と
訳
さ
ず
「
密

令
」
と
訳
し
た
の
は
辻
村
氏
の
訳
語
に
従
っ
た
次
第
で
あ
る
が
、
氏
の

指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
G
e
h
e
i
m
n
i
s
と
は
指
令
(
G
e
h
e
i
B
)
で

(11) 

あ
る
と
さ
れ
る
。
で
は
何
に
関
し
て
指
令
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
覆
蔵
さ
れ
た
密
令
が
「
何
ら
か
の
仕
方
で
現
れ
る
」
こ
と
に

よ
っ
て
覆
蔵
性
が
破
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
密
令
の
覆
蔵
性
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
約
束
が
護

り
保
た
れ
、
存
在
そ
れ
自
身
は
そ
の
脱
去
し
た
ま
ま
の
相
で
明
け
開
か

れ
非
覆
蔵
性
の
内
へ
と
到
来
す
る
。
そ
れ
は
存
在
そ
れ
自
身
の
不
到
来

の
到
来
と
も
言
う
べ
き
事
態
で
あ
り
、
存
在
そ
れ
自
身
が
無
と
い
う
欠

如
相
の
下
に
経
験
さ
れ
る
と
い
う
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、

な
経
験
は
如
何
に
し
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
講
演

こ
の
よ
う

『
物
』
か
ら
の
先
程
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
人
間
が
自
ら
の
死

へ
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
人
間
は
死
す
べ
き
者
ど
も
(
d
i
e

S
t
e
r
b
l
i
c
h
e
n
)
で
あ
る
。
「
人
間
が
死
す
べ
き
者
ど
も
と
呼
ば
れ
る
の

は
、
彼
ら
が
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
死
す
る
(
S
t
e
r
b
e
n
)

(
d
e
n
 
T
o
d
 als 
T
o
d
 v
e
r
 ,
 

と
は
、
死
を
死
と
し
て
能
く
す
る
こ
と

m
o
g
e
n
)
を
謂
う
。
人
間
の
み
が
死
す
る
。
動
物
は
斃
死
(
v
e
r
e
n
d
e
n
)

す
る
。
動
物
は
死
を
死
と
し
て
自
ら
の
前
に
も
後
に
も
も
た
な
い
」

(
G
A
7
9
,
 1
7
f
.
)

。
こ
こ
で
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
死
へ
の
存
在
」

(Sein z
u
m
 T
o
d
e
)
が
、
「
死
を
死
と
し
て
能
く
す
る
こ
と
」
へ
と
深

化
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
『
存
在
と
時
間
』
で

も
、
死
は
現
存
在
の
最
極
端
の
可
能
性
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
先
駆
に
お

い
て
決
意
性
を
成
就
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
「
自
ら
の
死
を
不
断

．．．．． 

に
確
信
し
つ
つ
、
す
な
わ
ち
先
駆
し
つ
つ
、
決
意
性
は
自
ら
の
本
来
的

に
し
て
全
体
的
な
確
実
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」

(
S
Z
,
3
0
8
)

。
し
か

••••• 

し
決
意
性
は
ま
だ
「
実
存
の
真
理
」

(
S
Z
,
2
2
1
,
 2
9
7
)

で
あ
っ
て
、
存

在
の
真
理
で
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
と
き
、
人

間
は
存
在
の
真
理
に
関
わ
る
者
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
死
す
べ
き
者
ど
も
で
あ
る
死
す
べ
き
者
ど
も
は
、
死
す
べ
き
者
ど
も
と

し
て
、
存
在
の
山
並
み
に
現
成
し
つ
つ
存
在
し
て
い
る
。
死
す
べ
き
者

ど
も
は
、
存
在
と
し
て
の
存
在
へ
の
現
成
し
て
い
る
関
わ
り
で
あ
る
」

(
G
A
7
9
,
 
18)
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
死
に
能
う
か
ら
こ
そ
存
在
の
真
理

に
関
わ
り
得
る
の
で
あ
る
。

91 



(
j
e
m
e
i
n
i
g
)
と
し
て
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
の
自
ら
自
身
の
死

を
回
避
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
密
令
を
忘
却
す
る
。
そ
の
限
り
で
は
「
ひ

と
は
決
し
て
死
な
な
い
」

(
S
Z
,
4
2
4
)

と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

死
を
死
と
し
て
能
く
す
る
人
間
は
、
「
存
在
の
山
並
み
に
現
成
し
つ
つ
存

在
し
て
い
る
」
が
故
に
、
密
令
と
い
う
仕
方
で
覆
蔵
さ
れ
た
存
在
そ
れ

自
身
を
覆
蔵
さ
れ
た
ま
ま
に
忘
却
す
る
こ
と
な
く
‘
却
っ
て
覆
蔵
さ
れ

た
ま
ま
の
相
で
明
け
開
き
、
見
護
る
。
人
間
が
死
を
死
と
し
て
能
く
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
動
物
の
斃
死
に
対
す
る
人
間
の
死
の
尊

厳
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
尊
厳
と
は
存
在
そ
れ
自
身

の
覆
蔵
性
を
見
護
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
人
間
の
本
質
の
最
高

と
い
う
「
駄
弁
」
(
d
a
s

そ
れ
に
し
て
も
何
ゆ
え
に
人
間
は
、
死
す
べ
き
者
ど
も
で
あ
っ
て
こ

そ
存
在
の
真
理
に
関
わ
り
得
る
の
か
。
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
死
は
「
現

存
在
の
実
存
の
可
能
的
不
可
能
性
と
い
う
無
」

(sz,
2
6
6
)

と
さ
れ
て

い
た
。
存
在
そ
れ
自
身
は
無
と
し
て
現
成
し
得
る
が
、
し
か
し
そ
の
存

在
そ
れ
自
身
は
、
「
現
存
在
の
実
存
の
可
能
的
不
可
能
性
と
い
う
無
」
と

し
て
の
、
す
な
わ
ち
人
間
の
存
在
の
無
と
し
て
の
、
死
と
い
う
山
並
み

の
彼
方
に
蔵
し
匿
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
存
在
そ
れ
自
身
の
密
令
と
い

う
事
柄
で
あ
る
が
、
人
間
す
な
わ
ち
現
存
在
は
平
均
的
日
常
性
に
お
い

て
は
「
ひ
と
」
(
d
a
s
M
a
n
)
と
い
う
在
り
方
に
頑
落
し
て
、
「
死
と
『
い

う
も
の
』
が
や
っ
て
来
る
の
は
確
実
だ
」

(sz,
2
5
7
)

と
言
い
つ
つ
も
、

し
か
し
終
わ
り
ま
で
に
は
「
と
も
か
く
ま
だ
時
間
が
あ
る
」

(sz,
4
2
5
)
 

G
e
r
e
d
e
)
を
以
て
、
そ
の
つ
ど
私
の
も
の

四

こ
の
地
上
に
お
い
て
、
非
覆
蔵
性
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
共

に
そ
の
つ
ど
そ
れ
に
先
立
っ
て
一
切
の
現
成
の
覆
蔵
性
と
を
護
る
こ
と

と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
存
す
る
」

(
T
K
,
3
2
)
 

四
方
域
と
物

死
を
死
と
し
て
能
く
す
る
人
間
は
「
四
方
域
」
(
d
a
s
G
e
v
i
e
r
t
)
と

呼
ば
れ
る
世
界
の
う
ち
に
住
ま
う
。
四
方
域
と
は
、
大
地
と
蒼
天
、
神

的
な
る
者
た
ち
(
d
i
e
G
o
t
t
l
i
c
h
e
n
)
と
死
す
べ
き
者
ど
も
の
各
々
が
そ

れ
な
り
の
仕
方
で
他
の
三
者
の
本
質
を
反
映
し
合
い
、
そ
の
際
こ
れ
ら

の
四
者
が
向
か
い
合
う
一
重
の
内
部
で
各
々
の
固
有
な
も
の
の
内
へ
と

映
り
返
る
と
い
う
「
映
ー
動
」
(
S
p
i
e
g
e
l
'
S
p
i
e
l
)
に
よ
っ
て
性
起
さ
せ

(
e
r
e
i
g
n
e
n
)
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
(
v
g
l
.
G
A
7
9
,
18f.)
。
そ
し
て
、
こ

の
四
方
域
を
集
摂
し
つ
つ
ー
性
起
さ
せ
つ
つ
暫
し
の
あ
い
だ
滞
在
さ
せ

る
こ
と
が
、
物
が
物
す
る
(
d
i
n
g
e
n
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
G
A
7
9
,

1
3
)

。
そ
し
て
物
が
物
す
る
限
り
に
お
い
て
、
距
離
の
ど
の
よ
う
な
克
服

に
よ
っ
て
も
決
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
近
さ
」
(
N
a
h
e
)

が
現
成
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
物
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
近
づ
け
る

こ
と
」
(
N
a
h
e
r
n
)
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
v
g
l
.
G
A
7
9
,
2
4
)

。
す
な
わ

ち
、
物
が
物
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
尊
厳
を
保
つ
よ
う
に

互
い
の
間
で
遠
さ
を
維
持
し
て
い
る
四
者
を
四
方
域
の
内
へ
と
集
摂
し
、

相
互
に
近
づ
け
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
際
そ
れ
ら
四
者
の
遠
さ
を

の
尊
厳
は
、
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護
る
よ
う
に
し
て
近
づ
け
る
の
で
あ
る

(
v
g
l
.
G
A
79, 
17)
。

辻
村
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
方
域
と
い
う
世
界
は
、
第
二
節
で
見
た

世
界
性

B
が
、
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
に
代
表
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
深
め

ら
れ
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
他
方
に
お
い
て
世

界
性
A
の
方
は
、
こ
の
時
期
に
は
、
「
技
術
の
本
質
」
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
支
配
さ
れ
て
い
る
現
代
の
世
界
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
「
非
世
界
」

(
U
n
w
e
l
t
)

の
本
質
構
造
と
し
て
明
る
み
に
出
さ
れ
て
く
る
と
言
わ

(12) 

れ
る
。
現
代
技
術
の
本
質
は
「
組
ー
立
」

(
G
e
,
 
Stell)

と
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
は
、
人
間
を
「
徴
発
」

(
h
e
r
a
u
s
f
o
r
d
e
r
n
)

し
て
、
一
切
の
現
前

(auf d
e
r
 Stelle z
u
r
 Stelle)

何

す
る
も
の
を
、
即
座
に
そ
の
場
で

ら
か
の
役
に
立
つ
よ
う
に
「
用
象
」

(
B
e
s
t
a
n
d
)
と
し
て
徴
発
的
に
立

て
る
「
用
立
て
」

(Bestellen)
と
い
う
働
き
の
集
摂
態
で
あ
る
。
組
ー

立
が
支
配
す
る
技
術
世
界
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
有
意
義
性
に

よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
世
界
の
現
代
的
形
態
で
あ
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

現
代
技
術
の
世
界
に
お
い
て
は
「
中
心
」
が
消
失
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
有
意
義
性
は
、
手
元
存
在
者
の
指
示
連
関
が
最
終
的
に
は
現
存

在
の
存
在
へ
と
帰
趨
し
て
ゆ
く
形
で
組
織
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
組
ー
立
が
支
配
す
る
世
界
で
は
人
間
は
単
な
る
「
用
立
て
の
使
用

人」

(
G
A
7
9
,
3
0
)

に
成
り
下
が
る
。
そ
こ
で
は
た
だ
用
立
て
の
連
鎖
が

あ
る
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
連
鎖
は
、
用
立
て
ら
れ
た
も
の
が
再

び
用
立
て
可
能
性
の
内
へ
と
還
帰
し
て
く
る
自
ら
の
円
環
行
程

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、

世
界
を
神
的
な
る
者
た
ち
と
死
す
べ
き
者
ど
も
、
大
地
と
蒼
天
の
四
方

域
と
し
て
思
惟
す
る
た
め
の
決
定
的
な
刺
激
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が

な
い
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
「
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
世
界
を
四
方
域
と
し
て
思
惟
す
る
と
き
、
彼
は
最
も
古
い
思
想

を
追
思

(
n
a
c
h
d
e
n
k
e
n
)
し
て
い
る
。
神
話
的
な
世
界
経
験
の
う
ち
に

ま
だ
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
人
間
は
、
世
界
を
大
地
と
蒼
天
と
の
婚
礼
と

し
て
経
験
し
、
自
ら
自
身
を
、
神
の
呼
び
要
め
の
下
に
あ
る
死
す
べ
き

者
と
し
て
経
験
し
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
も
ま
だ
l

彼
な
り
の
仕
方
で

世
界
と
は
蒼
天
と
大
地
、
神
々
と
人
間
ど
も
が
共
に
あ
る
こ
と
と

0
•

ペ
ゲ
ラ
ー
は
、

2
3
)

。

の
「
補
遺
」
に
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
。

「
手
近
に
あ
る
も
の
に
お
い
て
近
さ
が
欠
在
し
て
い
る
と
い
う
仕
方

で
、
驚
愕
さ
せ
る
こ
と
が
露
に
な
り
且
つ
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

．．．．．．．．．．． 

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
物
が
物
し
て
い
な
い
と
い
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

こ
と
、
つ
ま
り
物
が
物
と
し
て
現
前
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

世
界
は
世
開

(welten)

し
て
い
な
い
。
物
／
世
界
は
性
起
し
て
い

な
い
、
す
な
わ
ち
性
起
は
自
ら
を
拒
絶
し
て
い
る
。
…
」

(
G
A
7
9
,

ガ
ー
は
講
演
『
物
』

(
K
r
e
i
s
g
a
n
g
)

の
内
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
の
み
で
あ
る

(
G
A
7
9
,
29)
。

だ
が
、
こ
こ
で
は
更
に
も
う
―
つ
重
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
四
方
域
と
い
う
世
界
が
既
に
ど
こ
か
で

実
現
し
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
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し
て
の
秩
序
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
言
及
し
て
い
る

(13) 

ス
』
、
五

0
七
ー
五

0
八
参
照
）
」
。
つ
ま
り
四
方
域
の
思
惟
は
、
最
古
の

神
話
的
な
世
界
経
験
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の

ま、
a
’
冒

こ
と

四
方
域
の
思
惟
が
西
洋
の
思
惟
の
歴
史
の
「
第
一
の
原
初
」

(der erste A
n
f
a
n
g
)
へ
の
「
回
I
思
」
(
A
n
,
 
d
e
n
k
e
n
)
か
ら
発
現

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
回
ー
思

と
は
、
》
A
n
d
e
n
k
e
n
《
の
辞
書
的
な
語
義
に
従
っ
て
過
去
の
出
来
事
の

単
な
る
想
起
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
講
義
『
根
拠
律
』
に
よ
れ
ば
、

回
I
思
す
る
こ
と
と
は
「
既
在
の
歴
運
(
G
e
s
c
h
i
c
k
)
に
思
い
を
1

回

ら
す
こ
と
」

(
S
G
,
1
5
8
)
 

こ
と
、
し
か
も
既
在
の
も
の
に
お
い
て
未
だ
思
惟
さ
れ
て
い
な
い
も
の

を
、
思
惟
ー
さ
れ
る
べ
き
も
の

(das z
u
 ,
 
D
e
n
k
e
n
d
e
)
 
と
し
て
熟
慮

す
る
こ
と
」
(
e
b
d
.
)
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
思
惟
ー
さ
れ
る
べ
き

も
の
に
「
思
惟
は
先
駆
的
に
ー
思
惟
す
る
(
v
o
r
,
 
d
e
n
k
e
n
)
思
惟
と
し

て
の
み
呼
応
す
る
」

(
S
G
,
1
5
8
f
.
)

と
言
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
既
在
の
も

の
を
回
ー
思
す
る
こ
と
は
、
思
惟
ー
さ
れ
る
べ
き
思
惟
さ
れ
ざ
る
も
の

の
内
へ
と
先
駆
的
に
I
思
惟
し
入
る
こ
と
で
あ
る
」

(
S
G
,
1
5
9
)

。
そ
れ

故
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
を
四
方
域
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
単
純
に
古
代
の
神
話
的
世
界
へ
の
回
帰
を
目
論
ん
で
い
る
の
で
は

な
く
‘
む
し
ろ
既
在
の
第
一
の
原
初
に
お
い
て
未
だ
思
惟
さ
れ
て
い
な

い
も
の
を
、
思
惟
ー
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
先
駆
的
に
I
思
惟
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
方
域
の
謂
わ
ば
原
型
に
当
た
る
も
の
は

で
あ
る
と
さ
れ
る
が

そ
れ
は
「
熟
慮
す
る

（
『
ゴ
ル
ギ
ア

古
代
の
神
話
的
な
世
界
経
験
に
お
い
て
既
に
思
惟
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
の
か
。

ペ
ゲ
ラ
ー
の
報
告
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
察
せ
ら
れ
る
。
だ

が
、
講
演
『
物
』
の
「
補
遺
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
諸
々
の
物
は
、
久
し
く
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
あ
る
が
、
そ
れ
に

．．．．．．． 

も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
未
だ
一
度
も
諸
々
の
物
と
し
て
現
成
し
た
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
。

．．．．．．． 

諸
々
の
物
と
し
て
、
と
は
ー
—
_
そ
れ
ら
の
物
と
し
て
の
現
成
が
未
だ

一
度
も
殊
更
に
光
に
達
し
た
こ
と
が
な
く
、
護
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
と

(
V
e
r
w
a
h
r
 ,
 

い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
G
A
7
9
,
23)。

こ
の
こ
と
は
、
物
が
護
り
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と

losung) 
(
G
A
7
9
,
 47, 5
l
f
f
.
)

が
現
代
技
術
の
時
代
に
特
有
の
事
態
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
建
て
る
住
ま

う
思
惟
す
る
』
(
-
九
五
一
）
と
い
う
講
演
で
、
我
々
は
、
大
地
と
蒼

天
、
神
的
な
る
者
た
ち
と
死
す
べ
き
者
ど
も
の
四
者
の
う
ち
の
一
っ
を

ロ
に
し
、
あ
る
い
は
名
づ
け
る
と
き
、
既
に
他
の
残
り
の
三
者
を
共
に

思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
四
者
の
一
重
を
熟
慮

し
て
は
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
(
v
g
l
.
V
A
,
 1
4
3
£
.
)
。
確
か
に
古
代
の
神

話
的
な
世
界
経
験
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
四
者
の
各
々
が
他
の
三
者
を

伴
う
仕
方
で
思
惟
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
四
者
の
一

重
が
、
従
っ
て
映
ー
動
が
熟
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
、
諸
々
の
物
は
未
だ
一
度
も
物
と
し
て
現
成
し
た
こ
と
が
な

い
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
講
演
『
物
』
は
次
の
言
葉
で
締
め
括
ら
れ
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で
は
、

四
方
域
と
い
う
世
界
は
如
何
に
し
て
世
開
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
組
ー
立
の
支
配
す
る
現
代
技
術
の
世
界
な
い
し
は
非
世

界
が
存
在
の
忘
却
か
ら
存
在
の
真
理
の
内
へ
と
転
回
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
四
方
域
と
い
う
世
界
と
、
組
ー
立
が
支
配

す
る
現
代
の
世
界
と
は
、
完
全
に
分
離
さ
れ
て
い
て
相
互
に
没
交
渉
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
四
方
域
に
住
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
類
落
と
い
う
契
機
に
相
当
す
る
も

の
か
ら
完
全
に
免
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、

死
す
べ
き
者
ど
も
が
四
方
域
に
住
ま
う
限
り
、
存
在
者
は
用
象
と
し
て

用
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
、
不
断
に
物
と
し
て
の
み
性
起
し
続
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に

五

世

界

に

住

ま

う

こ

と

る
。
「
世
界
に
基
づ
い
て
軽
や
か
な
も
の
だ
け
が
、

(
G
A
7
9
,
 2
1
)

。
従
っ
て
四
方
域
の
思
惟
は
、
第
一
の
原
初
へ
と
回
I
思

し
つ
つ
、
未
だ
そ
こ
で
思
惟
さ
れ
て
い
な
い
思
惟
ー
さ
れ
る
べ
き
も
の

を
先
駆
的
に
—
思
惟
す
べ
く
既
に
「
別
の
原
初
」

fang)
の
内
へ
と
思
惟
し
入
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
四
方
域
と
い
う
世
界
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

よ
っ
て
先
行
企
投
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
未
だ
彼
自
身
も
経
験
し
て
い

な
い
世
界
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(der 
a
n
d
e
r
e
 
A
n
 ,
 

い
ず
れ
物
と
な
る
」

繋
が
る
。

講
演
『
建
て
る
住
ま
う
思
惟
す
る
』
で
は
、
》
w
o
h
n
e
n
《
の
語
源

分
析
か
ら
、
住
ま
う
と
は
、
穏
や
か
で
あ
る
こ
と
、
平
穏
へ
も
た
ら
さ

れ
、
そ
の
う
ち
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
平

穏

(Friede)
と
い
う
語
は
自
由
に
開
け
た
も
の

(
d
a
s
Freie)
、
d
a
s

F
r
y
e
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
fry
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
危
害
や

脅
威
か
ら
護
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
労
わ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(VA,
1
4
3
)

。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
「
住
ま

•••••••••••••••••••••• う
こ
と
の
根
本
動
向
は
、
こ
の
よ
う
な
労
わ
る
こ
と
で
あ
る
」

(ebd.)

と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
大
地
を
救
い
、
蒼
天
を
受
け
取
り
、
神
的
な
る

者
た
ち
を
待
ち
望
み
、
死
す
べ
き
者
ど
も
を
護
衛
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

住
ま
う
こ
と
は
、
四
方
域
を
四
重
に
労
わ
る
こ
と
と
し
て
性
起
す
る
。

労
わ
る
と
は
、
四
方
域
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
護
る
こ
と
で
あ
る
」

ま、
~J と (

V
A
,
 1
4
5
)

と
さ
れ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に

言
う
。
「
死
す
べ
き
者
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
な
労
わ
る
こ
と
と
し
て
の
住

ま
う
こ
と
を
如
何
に
し
て
遂
行
す
る
の
か
。
も
し
住
ま
う
こ
と
が
た
だ

単
に
、
地
上
で
、
蒼
天
の
下
に
、
神
的
な
る
者
た
ち
を
前
に
し
て
、
死

す
べ
き
者
ど
も
と
共
に
滞
在
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
な
ら
ば
、
死
す

べ
き
者
ど
も
は
こ
の
労
わ
る
こ
と
と
し
て
の
住
ま
う
こ
と
を
決
し
て
為

し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
住
ま
う
こ
と
は
む
し
ろ
、
常
に
既
に
諸
々
の
物

の
も
と
で
滞
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
労
わ
る
こ
と
と
し
て
の
住
ま
う
こ

死
す
べ
き
者
ど
も
が
そ
の
も
と
に
留
ま
る
も
の
に
お
い
て
、
す
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な
わ
ち
諸
々
の
物
に
お
い
て
、
四
方
域
を
護
る
の
で
あ
る
」

(
e
b
d
.
)
。
四

方
域
に
住
ま
う
こ
と
は
、
四
方
域
を
集
摂
す
る
物
に
お
い
て
、
四
方
域

を
護
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
講
演
『
物
』
で
は
物
の
例
と
し
て
壷
を
引

き
合
い
に
出
す
が
、
『
建
て
る
住
ま
う
思
惟
す
る
』
で
は
物
の
例
と
し

て
橋
を
挙
げ
て
い
る
。
橋
は
大
地
を
川
の
周
辺
の
景
観
と
し
て
集
摂
す

る

(VA,
1
4
6
)

。
ま
た
橋
は
天
の
天
候
と
そ
の
変
わ
り
や
す
い
本
質
に

対
し
て
準
備
が
整
え
ら
れ
て
い
る
(
e
b
d
.
)
。
更
に
橋
は
、
死
す
べ
き
者

ど
も
が
陸
地
か
ら
陸
地
へ
と
歩
い
て
行
っ
た
り
、
乗
り
物
で
行
っ
た
り

す
る
た
め
に
、
彼
ら
に
そ
の
通
り
道
を
許
し
与
え
る

(VA,
1
4
7
)

。
そ

し
て
最
後
に
、
死
す
べ
き
者
ど
も
は
、
常
に
既
に
最
後
の
橋
へ
の
途
上

で
、
自
ら
の
卑
俗
な
も
の
と
災
厄
と
を
乗
り
越
え
て
、
神
的
な
る
者
の

浄
福
の
前
へ
と
自
ら
を
も
た
ら
そ
う
と
根
本
に
お
い
て
は
努
め
て
い
る

．．
 

(
e
b
d
.
)
。
従
っ
て
「
橋
は
橋
の
仕
方
で
、
大
地
と
蒼
天
、
神
的
な
る
者
た

•••• 

ち
と
死
す
べ
き
者
ど
も
を
自
ら
の
も
と
に
集
摂
す
る
」

(
e
b
d
.
)

の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
上
田
閑
照
氏
は
こ
の
引
用
箇
所
の
「
橋
の
仕
方
で
」
を

取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
「
そ
の
『
仕
方
』
の
一
っ
と
し
て
『
我
々
に
と

っ
て
橋
の
用
を
な
す
仕
方
で
』
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
読
み
入
れ
る
こ

と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
橋
は
『
橋
の
仕
方
で
』
、
壷
は
『
壷
の
仕
方

(14) 

で
』
、
そ
れ
ぞ
れ
物
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

橋
も
壷
も
そ
れ
ぞ
れ
―
つ
の
物
で
あ
る
が
、
物
と
し
て
四
方
域
を
集
摂

す
る
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
橋
と
壷
と
で
は
用
途
が
違
う

か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
橋
も
壷
も
そ
れ
ぞ
れ
用
具
と
し
て
何

ら
か
の
役
に
立
ち
な
が
ら
、
同
時
に
四
方
域
を
集
摂
す
る
物
と
な
る
こ

と
も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
方
域
に
お
け
る
物
は
そ
の
道

具
的
側
面
を
排
除
し
て
絶
え
ず
物
と
し
て
の
み
性
起
し
続
け
る
わ
け
で

は
な
く
、
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
と
同
時
に
物
す
る
と
い

う
仕
方
で
四
方
域
を
集
摂
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
真
理
が
生
起
す
る

四
方
域
と
い
う
世
界
の
う
ち
に
住
ま
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
こ
の
世
界

に
常
住
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
実
は
四
方

域
と
、
組
ー
立
が
支
配
す
る
世
界
な
い
し
は
非
世
界
と
の
間
の
絶
え
ざ

る
往
還
の
運
動
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
四
方
域
と
い
う
世
界
が

い
つ
か
世
開
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
世
界
は
組
ー
立
の
支
配
す
る

世
界
へ
と
ど
こ
か
で
通
じ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
方
の
世
界
の
間
の
絶
え
ざ
る
往

還
が
、
世
界
の
う
ち
に
住
ま
う
こ
と
の
実
相
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
絶
え
ざ
る
往
還
は
、
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
(
-
九
三
五
／
三

六
）
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
拒
む
こ
と
と
偽
装
す
る
こ
と
と
い
う

二
重
の
覆
蔵
と
明
け
開
け
と
の
原
闘
争

(
G
A
5
,
41f.)
に
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
に
お
い
て

世
界
ー
内
ー
存
在
の
本
質
と
さ
れ
て
い
た
存
在
の
真
理
の
う
ち
に
住
ま

う
こ
と
と
は
、
そ
の
真
理
が
自
ず
と
現
成
し
て
い
る
世
界
に
立
ち
止
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
先
に
述

べ
た
二
重
の
覆
蔵
と
明
け
開
け
と
の
原
闘
争
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
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V
A
 

s
z
 

N
I
I
 

T
K
 

注G
A
 

あ
る
」 そ

し
て

の
で
あ
る

開
け

(
d
a
s
O
f
f
e
n
e
)
 

『現』
が
そ
の
つ
ど
闘
い
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
G
A
5
,
 4
8
)
。

『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
』
で
世
界
—
内
ー
存
在
の
本
質
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
世
界
ー
内
ー
存
在
の
概
念
と
の
間
に
麒
輛
は
生
じ
な
い
。
本

論
の
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
も
と
で
の
存
在
」
は
、
類
落
に
直
結
す

る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
へ
の
関
連
を
保
持
し
て
い
る
契
機

と
し
て
、
本
来
性
に
常
に
付
き
纏
っ
て
い
る
。

表
わ
し
て
い
る
言
明
と
し
て
、
最
後
に
次
の
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。

(sz, 2
9
8
£
.
)

。

(
》

D
a
《
)

「
現
存
在
は
‘
自
ら
の

真
理
と
非
真
理
の
う
ち
に
等
根
源
的
に
保
た
れ
て
い
る
。

『
本
来
的
に
は
』
、
ま
さ
し
く
本
来
的
な
真
理
と
し
て
の
決
意
性
に
こ
そ

当
て
は
ま
る
。
決
意
性
は
非
真
理
を
本
来
的
に
我
が
も
の
と
す
る
の
で

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 Vittorio K
l
o
s
t
e
r
m
a
n
n
,
 F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
.
M
.
 
(
G
A
 

の
次
の
数
は
巻
数
）

S
e
i
n
 u
n
d
 Zeit, 
17.Aufl., M
a
x
 N
i
e
m
e
y
e
r
,
 T
号
ingen,
1993. 

NietzscheII, 5.Aufl., 
G
u
n
t
h
e
r
 N
e
s
k
e
,
 Pfullingen, 1989. 

D
i
e
T
e
c
君
苓
塁
d
die K
e
h
r
e
,
 9Aufl., G
u
n
t
h
e
r
 N
e
s
k
e
,
 Stuttgart, 

1996. 

Vortrage

塁
d

Aufsiitze "
 7.Aufl., 
G
菩
ther
N
e
s
k
e
,
 
Stuttgart, 

1994. 

こ
の
こ
と
は

に
お
い
て
開
示
さ
れ
つ
つ
、

こ
の
こ
と
を
よ
く
言
い

13 12 (11 
(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(
5
)
 

(
6
)
 

4
)
 

(
3
 

(
2
)
 

ー
S
G
 

N
 S
D
 

D
e
r
 Satz 
v
 
0
 m
 G
r
u
n
d
,
 
8.Aufl•• 

G
u
n
t
h
e
r
 N
e
s
k
e
,
 Stuttgart, 1997. 

z
m、
Sミ
c
h
e
des 
D
e
娑

gs, 
3.Aufl., 
M
a
x
 N
i
e
m
e
y
e
r
,
 
T
U
b
i
n
g
e
n
,
 

1988. 

森
秀
樹
「
『
共
存
』
の
存
在
論
」
、
日
本
哲
学
会
編
、
『
哲
學
』

N
o
.
4
3
、
法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
四
月
、
一
九
六
頁
参
照
。

辻
村
公
一
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
論
孜
』
、
創
文
社
、
昭
和
四
六
年
、
五
五
頁
以

下
、
特
に
一

0
0
頁
以
下
参
照
。

Kettering,Emil, 
N
A
H
E
 
D
a
s
 
D
e
n
k
e
n
 
M
a
r
t
i
n
 
Heideggers, 

Gilnther N
e
s
k
e
,
 Pfullingen, 
1987, 
S.234. 

L
e
v
i
n
a
s
,
E
m
m
a
n
u
e
l
,
 
L
e
 t
e
m
p
s
 
et 
l'autre, 
6.ed., 
P
U
F
,
 Paris, 

1996, p.28. 
• 

Ib
起.,
p.24. 

L
e
v
i
n
a
s
,
E
m
m
a
n
u
e
l
,
 De・!'existence 
il 
l'existant, 
2. 
ed., 
J.Vrin, 

Paris, 1993, p.109. 

Ibid. 

Ibid. 

Levinas, E
m
m
a
n
u
e
l
,
 L
e
 t
e
m
p
s
 et 
l'az ̀tme" 
p.27. 

講
演
『
物
』
に
関
し
て
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
連
続
講
演
で
行
な
わ
れ
た
そ
の
ま

ま
の
形
で
は
、
こ
の
箇
所
は
「
…
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
現
成
す
る
も

の
、
つ
ま
り
存
在
そ
れ
自
身
と
し
て
現
成
す
る
も
の
の
厨
子
…
」

(
G
A
7
9
,

18)

と
な
っ
て
い
る
。
「
密
令
」
と
い
う
言
葉
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
の
翌

年
一
九
五
0
年
に
『
物
』
の
講
演
を
単
独
に
行
な
う
に
当
た
り
熟
慮
の
う
え

挿
入
さ
れ
た
も
の
と
見
て
、
五
0
年
の
講
演
（
『
講
演
・
論
文
集
』
に
所
収
）

に
従
っ
て
訳
出
し
た
。

辻
村
公
一
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
』
、
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
ニ
ニ
七

頁
参
照
。

辻
村
公
一
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
論
孜
』
、
一

0
1
|
 
1
0
二
頁
参
照
。

Poggeler, 
Otto, 
D
e
r
 
D
e
n
k
w
e
g
 
M
a
r
t
i
n
 
Heideggers, 
2.Aufl., 

G
目
ther
N
e
s
k
e
,
 Pfullingen, 1983, S.248. 
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14) 

現
代
思
想
文
化
学
・
博
士
後
期
課
程

上
田
閑
照
『
場
所
ー
ニ
重
世
界
内
存
在
ー
』
、
弘
文
堂
、
平
成
四
年
、
六
八

ー
六
九
頁
参
照
。（

に
し
ま
つ
と
よ
き
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