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本
稿
の
課
題

「
問
題
の
決
定
的
で
人
間
学
的
な
核
心
の
う
ち
へ
と
は
じ
め
て
実
際
に

入
っ
て
ゆ
く
、
気
分
の
哲
学
的
な
解
明
、
そ
う
、
本
米
そ
も
そ
も
気
分
の

哲
学
的
な
発
見
を
、
私
た
ち
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
負
う
て
い
る
」
（
ポ
ル
ノ

(
1
)
 

ウ
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
お
も
に
『
存
在
と
時
間
』
（
一

九
二
七
年
）
の
な
か
で
示
し
た
い
わ
ゆ
る
気
分
論
は
、
人
間
の
気
分
と
い

う
現
象
の
哲
学
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
彼
の
思
惟
の
展
開
を
み
る
と
、
『
存
在
と
時
間
』
に
と
ど
ま
ら
ず
、
初

期
か
ら
中
期
に
か
け
て
た
び
た
び
気
分
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
か
ぎ
り
で
、
い
わ
ゆ
る
気
分
の
問
題
は
、
彼
に
と
っ
て
決
し
て
副
次
的

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

す
で
に
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
の

は
じ
め
に
ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
気
分
の
問
題
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
パ
ト
ス
解
釈
と
情
態
論

生
が
世
界
の
な
か
で
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
指
摘
し
て
お

(
2
)
 

り
、
そ
こ
に
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
気
分
論
の
起
源
と
で
も
よ
ぶ

べ
き
気
分
に
つ
い
て
の
解
釈
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
『
存
在
と
時
間
』
に

お
い
て
根
本
的
と
性
格
づ
け
ら
れ
た
「
不
安
（
ど
1gst)
」
は
、
そ
の
後
『
形

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

（
同
）
の
な
か
で
、
や
は
り
根
本
気
分
と
し
て
、
人
間
の
超
越
を
可
能
に

す
る
無
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

九
二
九
／
三

0
年
冬
学
期
講
義
『
形
而
上
学
の
根
本
諸
概
念
』
で
は
、
「
退

屈

(
L
a
n
g
e
w
e
i
l
e
)
」
が
根
本
気
分
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
し
、
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
」
』
で
は
、
「
悲
し
み

(
T
r
a
u
e
r
)
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
(
-
九
三
六
ー
三
八
年
）

の
或
る
断
章
で
は
、
「
す
べ
て
の
本
質
的
な
思
惟
は
、
そ
の
思
想
と
文
章
と

が
そ
の
つ
ど
新
た
に
鉱
物
の
よ
う
に
根
本
気
分
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と

(
3
)
 

を
要
求
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
驚
愕

(
S
c
h
r
e
c
k
e
n
)
」
、
「
控
え
め

佐

々

木

正

寿

(
V
e
r
 ,
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haltenheit)
」
、
「
物
お
じ

(
S
c
h
e
u
)
」
、
「
予
覚

(
A
h
n
§
g
)
」
、
「
予
感

(
E
r
a
h
n
e
n
)
」
が
根
本
気
分
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

概
ね
こ
の
よ
う
に
、
気
分
へ
の
言
及
の
あ
と
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
が
、
と
り
わ
け
気
分
の
現
象
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
や

は
り
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
一
般
に
「
気
分

(
S
t
i
r
n
m
§
g
)
」
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
現
象
が
、
「
情
態

(Befindlichkeit)
」
と
い
う
実
存
論
的
概

念
で
よ
ば
れ
、
こ
れ
は
、
現
存
在
の
存
在
が
開
示
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
（
開

示
性
）
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
情
態
（
気
分
）

の
解
釈
l

そ
れ
を
本
稿
で
は
情
態
論
と
よ
ぶ
ー
は
概
ね
、
実
存
哲
学

は
感
情
に
認
知
的
機
能
を
認
め
て
い
る
と
み
な
す
よ
う
な
哲
学
史
の
文
脈

(
4
)
 

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
情
態
論
は
、

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ボ
ル
ノ
ウ
の
哲
学
的
人
間
学
や
ビ

ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
の
精
神
病
理
学
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
っ

た
。
と
く
に
ボ
ル
ノ
ウ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
を
う
け
て
、
気
分
の

哲
学
的
意
義
を
積
極
的
に
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ま
さ
に
、
気
分
が
な
お
、

理
論
的
意
識
に
と
っ
て
は
す
で
に
自
明
な
主
観
と
客
観
と
の
区
別
の
背
後

へ
と
、
つ
ま
り
、
両
者
の
根
源
的
な
統
一
性
の
な
か
へ
と
戻
る
と
い
う
点

(
5
)
 

に
、
気
分
の
高
次
の
哲
学
的
意
義
が
存
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
情
態
論
の
な
か
で
、
ひ

と
つ
の
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
『
弁
論
術
』
を
「
相
互
存
在
の
日
常
性
に
つ
い
て
の
最
初
の
体
系
的
な

ま
ず
は
じ
め
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
と
そ
の
起
源

解
釈
学
」

(
S
Z
,
1
1
s
)

と
み
な
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ガ
ー
が
、
感
情
や
気
分
と
よ
ば
れ
る
現
象
が
哲
学
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
際
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
弁
論

術
』
第
二
巻
に
お
け
る
パ
ト
ス
の
分
析
に
つ
い
て
述
べ
た
見
解
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
パ
ト
ス
の
分
析

を
、
概
ね
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ト
ス
に
つ
い
て
の
学
説
を
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
そ
の
解
釈
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
の
形
成
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
考

察
す
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
を
つ
う
じ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
情
態

概
念
お
よ
び
情
態
論
の
根
本
的
な
特
徴
を
取
り
出
し
て
み
た
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間
的
現
存
在
の
気
分
を
現
象
学
の

う
ち
で
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
、
お
よ
ぴ
、
『
存
在
と
時
間
』
の

現
存
在
分
析
論
に
み
ら
れ
る
気
分
の
解
釈
↑
ー
ー
—
情
態
論
~
の
内
容
を
確

認
し
て
お
こ
う
。

①
「
事
実
的
な
生
の
経
験
」
の
解
釈

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
の
起
源
と
も
み
な
さ
れ
る
気
分
に
つ
い
て
の
解

釈
は
、
す
で
に
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
の
う
ち
に
1

例
え
ば
一
九
一

ハ
イ
デ
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(Vollzugssinn)
」
を
取
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

九
／
二

0
年
冬
学
期
講
義
『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』
の
な
か
に
I

(
7
)
 

見
出
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
根
本
動
向
は
、
「
生

そ
れ
自
体

(
L
e
b
e
n
a
n
目
d
flir 
sich)
」
に
つ
い
て
の
「
原
初
学

(
U
r,
 

且
笏
enschaft)
」
な
い
し
「
根
源
学

(Ursprungswissenschaft)
」
と

(
8
)
 

し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て

の
現
象
学
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
現
象
学
は
原
初
学
、
す
な

わ
ち
、
精
神
そ
れ
自
体
ー
ー
ー
『
生
そ
れ
自
体
』

I

の
絶
対
的
な
根
源
に

つ
い
て
の
学
」

(
G
A
5
8
,
1
)

な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
生
そ
れ
自
体
」
と
は
、
「
私
た
ち
が
た
い
て
い
表
明

的
に
は
ま
っ
た
く
気
に
掛
け
な
い
ほ
ど
私
た
ち
の
近
く
に
あ
る
も
の
」

(
G
A
5
8
,
 2
9
)

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
た
ち
自
身
の
生
き
て
い

る
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
は
「
発
現
す

る
も
の
」
と
し
て
、
つ
ま
り
「
根
源
か
ら
生
じ
る
も
の
」
と
し
て
理
解
さ

(
9
)
 

れ
て
お
り
、
根
源
学
と
し
て
の
現
象
学
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
生
そ
れ
自

体
」
を
そ
の
根
源
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
生
を
そ
の
根
源
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
図
」
に
し

た
が
っ
て
探
究
の
事
象
領
域
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
事
実
的
な

生
の
経
験

(faktische
L
e
b
e
n
s
e
r
f
a
h
r
u
n
g
)
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
事
実

的
に
生
き
ら
れ
た
体
験
そ
の
も
の
の
統
一
態
な
い
し
連
関
と
し
て
理
解
さ

れ
る
具
体
的
な
現
象
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
「
事
実
的

な
生
の
経
験
」
を
現
象
学
的
に
解
釈
し
て
、
そ
の
つ
ど
の
「
遂
行
の
意
味

さ
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
に
よ
る
と
、
「
…
…
事
実
的
な
生
そ
れ
自
体
は
、
つ

ね
に
そ
の
固
有
の
世
界
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
…
…
。
事
実
的
な
生
活
世

界
は
、
事
実
的
な
生
自
身
に
と
っ
て
『
繰
り
返
し
遭
遇
す
る
事
実
』
で
あ

る。」

(
G
A
5
8
,
6
2
f
.
)

す
な
わ
ち
、
事
実
的
な
生
と
し
て
の
私
た
ち
は
、

つ
ね
に
自
ら
に
固
有
の
生
活
世
界
の
う
ち
に
在
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な

生
活
世
界
は
、
「
繰
り
返
し
遭
遇
す
る
事
実
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
形
式
的
に

は
「
周
囲
世
界

(
U
m
w
e
l
t
)
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
私
た
ち

が
こ
の
周
囲
世
界
の
う
ち
で
経
験
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
私
た
ち
自
身
に

と
っ
て
有
意
義
な
事
柄
と
し
て
出
会
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
で
、
こ
の
周
囲
世
界
の
意
味
は
「
有
意
義
性

(
B
e
d
e
u
t
s
a
m
k
e
i
t
)
」
と

し
て
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
私
た
ち
が
固
有
の
有

意
義
性
連
関
で
あ
る
周
囲
世
界
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
と
い
う
、
事
実
的

な
存
在
の
あ
り
方
を
取
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
的
な
生
の
経
験
の
現
象
的

な
あ
り
方
を
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
「
（
私
た
ち
は
）
つ
ね

に
、
た
と
え
ま
っ
た
く
目
立
た
ず
、
隠
れ
て
い
て
も
、
『
（
世
界
に
）
居
合

わ
せ
て
い
る
。
』
（
例
え
ば
）
『
と
ら
わ
れ
て

(gefesselt)
』
、
或
い
は
『
不

快
感
を
覚
え
て

(abgestoBen)
』
、
『
楽
し
ん
で

(genieBend)
』
、
『
諦
め

て

(entsagend)
』
（
と
い
う
あ
り
方
で
）
。
『
私
た
ち
は
、
つ
ね
に
な
ん
ら

か
の
仕
方
で
、
（
世
界
に
）
出
会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
』
」

(
G
A
5
8
,
3
3
£
.
)
 

八
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
＞
と
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
が
、
い
わ
ば

つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
気
分
を
つ
う
じ
て
、
世
界
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
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れ
る
。

源
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

気
分
を
つ
う
じ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
解
釈
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
換
言

す
れ
ば
、
私
た
ち
が
、
世
界
の
う
ち
に
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
気
分
づ
け
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
体
験
が
与
え
ら
れ
る
仕

方
の
う
ち
で
、
私
た
ち
の
固
有
の
実
存
の
リ
ズ
ム
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

事
実
的
な
生
の
経
験
は
、
文
字
通
り
の
意
味
で
『
世
界
に
よ
っ
て
調
子
を

g
e
s
t
i
m
m
t
)
』
の
で
あ
っ
て
、
…
…
そ
れ
は
生
活
世
界
の
う
ち
に
あ
る
(sich

befinden)
」（
G
A
5
8
,
250)
八
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
＞
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
私
た
ち
と
世
界
と
の
第
一
次
的
な
出
会
い
が

た
、
私
た
ち
が
泄
界
の
う
ち
に
「
在
る

(sich
befinden)
」
と
い
う
こ
と

は
同
時
に
、
世
界
に
よ
っ
て
「
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
(
g
e
s
t
i
m
m
t
sein)
」

と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
解
釈
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
未
だ
「
情
態
(Befind'

lichkeit)
」
の
概
念
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
‘

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
情
態
論
の
起

⑮
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
情
態
論

『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
は
、
現
存
在
の
「
現

(Da)
」
の
あ
り
方
を

構
成
し
て
い
る
開
ホ
性
の
契
機
と
し
て
、
「
情
態
」
と
い
う
現
象
が
究
明
さ

合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
（
つ
ま
り
、
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
）

(weltlich 

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
論
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
人
間
的
現
存
在
の
根
本
体

制
は
、
一
定
の
世
界
の
う
ち
に
な
じ
ん
で
い
る
と
い
う
仕
方
で
在
る
あ
り

方
と
し
て
、
「
世
界
—
内
|
存
在
(
I
n
ー
d
e
r
-
Welt-sein)
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
~
~
在
が
開
示
さ
れ
て
い
る
あ

り
方
|
ー
開
示
性

(Erschlosse
号
eit)
-
と
し
て
、
「
理
解

(
V
e
r
,
 

stehen)
」
と
「
情
態
」
と
が
挙
げ
ら
れ
、
情
態
的
な
理
解
に
よ
る
理
解
内

(10) 

容
を
分
節
す
る
働
き
と
し
て
、
「
語
り

(
R
e
d
e
)
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
私
た
ち
が
存
在
論
的
に
情
態

(Befindlich'

keit)
と
い
う
名
称
で
告
知
す
る
も
の
は
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
は
、
気

分

(
S
t
i
m
r
n
u
n
g
)
、
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

(Gestimrntsein)
と

い
う
、
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
、
も
っ
と
も
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
」
(
S
Z
,

1
3
4
)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
一
般
に
は
「
気
分
」
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
現
象
を
、
「
情
態
」
と
い
う
存
在
論
的
術
語
で
よ
ぶ
。
も
っ
と
も

こ
の
こ
と
は
、
た
ん
な
る
名
称
の
変
更
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
、
前
述
の

よ
う
な
、
「
（
世
界
の
う
ち
に
）
在
る

(sich
befinden)
」
と
い
う
こ
と
は

同
時
に
「
（
世
界
に
よ
っ
て
）
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と

み
な
す
解
釈
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
も
ち
ろ

ん
；
sich 
b
e
f
i
n
d
e
n
"
と
い
う
表
現
が
、
「
在
る
」
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、

「
然
々
の
様
態
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
と
い
う
ド
イ
ツ

語
の
語
法
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
も
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
の
基
調
を
な
す
の
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
す
る
理
解
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
現
存
在
は
世
界
—
由
T
|
存
在
と
し
て
在
り
、
す
で
に
み
た
よ

う
に
、
「
世
界
の
う
ち
に
在
る
こ
と
」
は
「
世
界
に
よ
っ
て
気
分
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
洞
察
を
、
例
え
ば
ボ
ル
ノ
ウ
は
、
「
諸
々
の
気
分
は
必
然
的
で
不
可
欠
の

構
成
要
索
と
し
て
、
人
間
の
根
源
的
な
本
質
に
属
し
て
お
り
、
気
分
へ
の

(11) 

依
存
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
と
解

釈
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

ボ
ル
ノ
ウ
に
よ
れ
ば
、
気
分
と
い
う
層
は
、

す
べ
て
の
精
神
生
活
が
展
開
さ
れ
、
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
「
根
本
的
な
基

(12) 

盤

(tragender
U
n
t
e
r
g
r
u
n
d
)
」
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
現
存
在
分
析
論
の
方
法
は
現
象
学
で
あ

る
の
で
、
情
態
と
い
う
術
語
で
は
人
間
学
的
—
心
理
学
的
な
言
明
が
な
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
情
態
の
本
質
的
性
格
を
三
点
挙
げ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

①
「
情
態
は
、
現
存
在
を
そ
の
被
投
性

(Geworfenheit)
に
お
い
て

開
示
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
回
避
的
な
離
反
と
い
う
仕
方
に

お
い
て
で
あ
る
。
」

(
S
Z
,
1
3
6
)

現
存
在
の
気
分
が
損
な
わ
れ
う
る
と
い
う

こ
と
は
、
ま
さ
に
現
存
在
が
す
で
に
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
気
分
の
不
調
（
不
機
嫌
）
（
V
e
r
s
t
i
m
m
u
n
g
)

に
お
い
て
は
、
現
存
在
の
存
在
が
「
重
荷

(Last)
」
と
し
て
受
け
と
め
ら

れ
て
い
る
。

H
常
的
に
現
存
在
は
、
そ
の
よ
う
に
気
分
の
う
ち
で
あ
ら
わ

に
な
る
自
ら
の
存
在
か
ら
目
を
反
ら
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
ま

さ
に
、
存
在
論
的
ー
上
表
存
論
的
に
み
る
な
ら
ば
、
「
そ
の
よ
う
な
気
分
が
向

か
わ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
現
存
在
が
、
そ
の
現

(Da)
へ
と
委
ね
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
」

(sz,
1
3
5
)

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
が
自
ら
の
存
在
か
ら
離
反
し
よ
う
と
す
る

の
は
、
そ
れ
が
重
荷
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
重
荷
の
性
格

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
性
格
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
存
在
と
は
、
現
へ
と
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
被
投
性
」
と
よ
ば
れ
る
あ
り
方
で
あ
る
が
、
情
態

で
は
、
そ
の
よ
う
な
現
存
在
の
被
投
性
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。

②
「
気
分
は
、
そ
の
つ
ど
す
で
に
世
界
|
内
|
存
在
を
全
体
と
し
て
開

示
し
て
お
り
、
…
…
へ
と
向
く
こ
と
を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
。
」

(sz,

1
3
7
)

気
分
（
情
態
）
は
、
現
存
在
が
世
界
の
も
と
に
在
る
場
合
、
現
存
在

に
い
わ
ば
襲
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
気
分
そ
れ
自
体
は
、
世
界
~
ー
存
~

在
の
存
在
様
態
で
あ
り
、
世
界
ー
上
門
~
在
自
体
か
ら
湧
き
起
こ
っ
て
く

る
。
ま
た
、
志
向
的
な
態
度
も
、
そ
の
つ
ど
の
気
分
（
情
態
）
に
も
と
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
「
情
態
と
い
う
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
様
態
は
、
実
存
論
的
に
現
存

在
の
世
界
開
性

(Weltoffe
号
eit)
を
構
成
し
て
い
る
。
」

(
S
Z
,
1
3
7
)
 

現
存
在
が
世
界
内
部
の
存
在
者
と
出
会
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
存

在
が
世
界
内
部
の
存
在
者
を
自
ら
に
出
会
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
当
惑
さ
せ
ら
れ
る

(Betroffenwerden)
」
と
い
う
事
態

が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
現
存
在
が
世
界
内
部
の
存
在
者
に
よ
っ
て
「
関
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
パ
ト
ス
解
釈

わ
ら
れ
う
る

(
a
n
g
e
g
a
n
g
e
n
w
e
r
d
e
n
 k
o
n
n
e
n
)
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
可
能
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
関
わ
ら
れ
う
る
と
い
う
こ

と
（
ど
1ganglichkeit)
」
は
、
情
態
、

つ
ま
り
、
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
あ
り
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
在

に
と
っ
て
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
情
態
に
よ
っ
て
構
成

以
上
、
『
存
在
と
時
間
』
を
も
と
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
の
基
本
的

な
論
点
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
世
界
の
う
ち
に
在
る
こ
と
は
世
界
に

よ
っ
て
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講

義
で
示
さ
れ
た
解
釈
が
、
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
の
概
念
性
に
即
し

と
こ
ろ
で
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
パ
ト
ス
解
釈
は
、
前
述
の
初
期
フ
ラ

イ
ブ
ル
ク
講
義
と
『
存
在
と
時
間
』
と
の
間
の
時
期
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
し
ば
し
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
解
釈
を
つ
う
じ
て
自
ら
の

(13) 

見
解
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ト
ス
概
念
の
解
釈
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
情
態

論
の
形
成
に
与
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
そ
の
よ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
パ
ト
ス
概
念
の
解
釈
を
情
態
論
と
の
関
連
に
お
い
て
み
て
ゆ
こ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
自
身
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ト
ス
概
念
の
解

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

わ
っ
て
く
る
の
か

に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

①
パ
ト
ス
の
問
題
圏

ハ
イ
デ

釈
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
は
少
し
も
述
べ
て
い

な
い
が
、
私
た
ち
は
彼
の
パ
ト
ス
概
念
の
解
釈
を
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
お

け
る
一
九
二
四
年
夏
学
期
講
義
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
根
本
諸
概

(14) 
念
』
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
講
義
で
は
、
デ
ィ

ア
テ
シ
ス

(
6
ふ
o
e
6ぶ
）
お
よ
び
パ
ト
ス
（
謎
苓
or)
の
概
念
に
対
し
て
、

原
則
と
し
て
よ
＾
Befindlichkeit"
と
い
う
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
点
か
ら
も
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
情
態
論
へ
の
パ
ト
ス
解
釈
の
関

わ
り
が
推
測
さ
れ
う
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
根
本
的
な
概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

ガ
ー
は
パ
ト
ス
の
概
念
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
お
も
に
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
『
弁
論
術
』
に
み
ら
れ
る
パ
ト
ス
の
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

パ
ト
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
弁
論
術
』
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
観

点
で
問
題
に
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
パ
ト
ス
の
概
念

が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
論
の
問
題
圏
に
関

『
弁
論
術
』
の
な
か
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
弁
論
術
守

m̀
op;i)

を
「
ど
ん
な
問
題
で
も
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
可
能
な
説
得
の
方
法
を

(15) 

見
つ
け
出
す
能
力
」

(
1
3
5
5
b
2
6
)

と
定
義
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
論
に
よ
る
説
得
に
は
三
種
類
の
も
の

が
あ
り
、
そ
れ
は
、
①
「
論
者
の
人
柄
に
か
か
っ
て
い
る
説
得
」
、
②
「
聴
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き
手
の
心
が
或
る
状
態
に
匿
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
」
、
③
「
言
論
そ
の

も
の
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
で
、
言
論
が
証
明
を
与
え
て
い
る
、
も
し
く

(16) 

は
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
説
得
」
で
あ
る
。
こ
れ

ら
三
種
類
の
説
得
の
方
法
に
応
じ
て
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
駆
使
す
る
こ
と

の
で
き
る
者
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
「
聴
き
手
の
心
」
に
訴
え
る
説
得

を
駆
使
す
る
者
と
は
、
「
感
情
に
つ
い
て
、
感
情
の
そ
れ
ぞ
れ
は
そ
も
そ
も

も
と

何
で
あ
り
、
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
何
が
因
で
ど
の
よ

う
に
し
て
聴
衆
の
心
の
中
に
生
じ
て
く
る
の
か
、
を
考
察
で
き
る
者
」

(17) 

(
1
3
5
6
a
2
3
)

だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
情
、
つ
ま
り
パ
ト

ス
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
弁
論
術
の
不
可
欠
の
要
索
の
ひ
と
つ
と

な
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
弁
論
の
目
標
は
聴
き
手
に
向
け
ら
れ
て
い
る
だ

(18) 

け
に
、
実
際
聴
き
手
の
パ
ト
ス
の
分
析
は
、
『
弁
論
術
』
の
比
較
的
多
く
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
存
在
~
界
ー
内
ー
存

(19) 

在
ー
は
、
根
本
的
に
ロ
ゴ
ス

(
L
O
I
y
o
r

）
＇
~
話
す
こ
と

(
S
p
r
e
c
h
e
n
)

|
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
世
界
と
共
に
世
界
に
つ
い

て
自
ら
話
す
と
い
う
こ
と

(rnit
d
e
r
 W
e
l
t
 U
b
e
r
 sie 
v
o
n
 
sich 
zu 

s
p
r
e
c
h
e
n
)
は
、
世
界
に
お
け
る
人
間
の
生
の
基
礎
的
な
あ
り
方
で
あ
る
」

(

6

)

と
い
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
話
す
と
い
う
こ
と
は
基
本
的
に
、
或
る
人

に
対
し
て
、
あ
る
い
は
或
る
人
と
共
に
話
す
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
「
ロ
ゴ

ス
を
も
つ
こ
と

(
K
6
y
o
y

迎
gV)」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
人
間
の
存
在

に
は
、
「
相
互
存
在

(
M
i
t
e
i
n
a
n
d
e
r
s
e
i
n
)
」
と
い
う
在
り
方
が
基
礎
的
な

さ
て
、

部
分
を
占
め
て
い
る
。

⑮
パ
ト
ス
概
念
の
解
釈

(20) 

本
米
パ
ト
ス
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
が
、

3
 ，
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ

も
の
と
し
て
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
と
共
に
話
す
存
在
者
と
は
、

他
者
と
共
に
在
る
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
存
在
者
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
相
互
存
在
を
可
能
に
す
る
「
話
す
こ
と
」
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
話
し
手
の
エ
ー
ト
ス
（
渕
)
0
r
)

ー
柄

ー
と
聴
き
手
の
パ
ト
ス
ー
情
能
心
~
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
弁
論
術
』
を
、
文

字
通
り
の
技
術
と
し
て
の
弁
論
術
と
は
受
け
と
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
パ
ト
ス
の
分
析
を
、
た
ん
に
弁

論
術
の
問
題
圏
に
お
け
る
聴
き
手
の
パ
ト
ス
の
分
析
と
み
な
す
の
で
は
な

く
、
「
具
体
的
な
現
存
在
の
解
釈
」
(
4
2
)

と
性
格
づ
け
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
『
弁
論
術
』
を
「
現
存
在
自
身
の
解
釈
学
」

(ibid.)
と
よ
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
弁
論
術
』
で
は
、
人
間
的
現
存
在
の
「
相
互

存
在
」
と
い
う
根
本
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
の
探
究
が
遂
行
さ
れ
て
い
る

と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
弁
論
術
』
に
お
け
る
パ
ト
ス
の
分

析
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
人
間
的
現
存
在
の
相
互
存
在
と
い
う
日
常

的
な
在
り
方
の
解
釈
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
現
存
在
分
析
論
の
問
題
圏
に

取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、



ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
ト
ス

レ
ス
に
み
ら
れ
る
パ
ト
ス
概
念
の
根
本
的
な
意
味
を
三
点
に
ま
と
め
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
変
化
す
る
状
態

(veranderliche

B
e
s
c
h
a
f
f
 e
n
 ,
 

heit)
」
、
②
「
苦
難

(Leiden)
」
、
③
「
激
情

(Leidenschaft)
」
が
そ

れ
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
激
情
が
弁
論
術
お
よ
び
詩
学
に
お
い
て
扱
わ
れ

(21) 

る
事
柄
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

を
、
「
世
界
の
う
ち
に
あ
る
生
き
物
の
情
態
」

(
4
7
)

と
し
て
性
格
づ
け
て

お
り
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
パ
ト
ス
を
情
態

(Befindlichkeit)
と

(22) 

訳
し
て
い
る
。

以
下
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
パ
ト
ス
（
情
態
）
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
、

『
存
在
と
時
間
』
の
情
態
論
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
主
要
な
論
点
を

取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

①
一
般
に
人
は
、
本
来
ひ
と
つ
に
み
な
さ
れ
る
べ
き
パ
ト
ス
と
い
う
現

象
を
、
心
的
な
状
態
と
身
体
的
な
状
態
と
に
分
割
し
、
そ
の
う
ち
心
的
な

状
態
を
感
情
（
パ
ト
ス
）
と
し
て
捉
え
が
ち
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
い
う
パ
ト
ス
は
人
間
の
存
在
を
、
心
身
を
合
わ
せ
た
全
体
と
し
て
表

現
し
て
い
る
の
だ
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
パ
ト

ス
と
い
う
現
象
の
根
源
的
な
統
一
性
は
、
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
存
し

て
い
る
」

(
7
0
)

の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

ひ
と
つ
の
統
一
的

な
現
象
と
し
て
、
世
界
ー
上
門

K在
と
し
て
の
人
間
の
存
在
全
体
を
性
格

づ
け
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
パ
ト
ス
（
情
態
）
が
世

界
|
内
|
存
在
全
体
を
性
格
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
は
、
『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
情
態
論
で
も
一
貰
し
て
い
る
理
解
で
あ
る
。

パ
ト
ス
は
、

②
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
情
態

態
、
気
持
ち
）
ー
ー
—
の
形
成
と
は
、

も
の
）
に
よ
っ
て
関
わ
ら
れ
る
情
態
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
新

か
じ
め
す
で
に
一
定
の
情
態
の
う
ち
に
あ
る
が
、
快
・
不
快
を
も
た
ら
す

も
の
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
情
態
へ
と
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
情
態
の
二
つ
の
契
機
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
或

る
情
態
へ
と
自
己
を
置
き
移
す
と
い
う
こ
と
と
、
新
た
に
も
た
ら
さ
れ
た

情
態
そ
れ
自
体
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
私
が
慮
び

(Freudigkeit)

に
到
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
私
を
喜
ば
せ
る
こ
と

(
M
i
c
h
f
r
e
u
e
n
)
に
よ
っ

て
の
み
で
あ
る
」

(
1
9
)

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
こ
で

示
さ
れ
て
い
る
情
態
現
象
の
二
つ
の
契
機
の
う
ち
、
現
存
在
の
自
己
の
置

、
、
、
、
、

き
移
し
（
移
行
）
と
い
う
動
的
な
契
機
は
、
『
存
在
と
時
間
』
で
は
表
明
的

に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

③
パ
ト
ス
は
ま
た
、

手
を
受
け
る
こ
と

(
M
i
t
g
e
n
o
m
m
e
n
w
e
r
d
e
n
d
e
s
 D
a
s
e
i
n
s
)
」（

77)
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
現
存
在
は
、
世
界
の
な
か
で
彼
自
身
と
共
に
在
る
も
の

と
よ
ば
れ
る
。
し
か
も
こ
こ
に
は
、
メ
タ
ボ
レ
ー

(
P
符
袋
3
0
ぷ
）
（
変
化
）

の
契
機
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は

或
る
体
制

(
F
a
s
s
§
g
)
か
ら
別
の
体
制
へ
と
移
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
特

徴
的
で
あ
る
の
は
、
そ
の
結
果
で
は
な
く
て
、
そ
の
「
途
上
に
あ
る
こ
と
」

か
ら
痛
手
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
受
動
的
な
事
態
が
パ
ト
ス

『
デ
・
ア
ニ
マ
』
に
も
と
づ
い
て
、
「
現
存
在
が
痛

た
な
情
態
へ
と
、
罹
き
移
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
き
物
は
あ
ら

ヘ
ー
ド
ゥ
ー

(
h
象
）
（
高
揚
さ
せ
る
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て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

ヘ
ー
ド
ネ
ー

(
r
J
O
O
V
-
f
j
)

(
快
さ
）
と
リ
ュ
ペ
ー

一
方
で
は
現
存
在
自
身
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
こ

（
情
態
）

関
全
体
が
属
し
て
い
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、

ま
た
、
パ
ト
ス
と
い
う
現
象
に
共
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

た
ん
な
る
随
伴
現
象
な
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
「
パ
ト
ス
の
ヒ
ュ
レ
ー

（
芦
7
)
は
ソ
ー
マ

(
g
智
a)
、
つ
ま
り
人
間
の
身
体
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(ibid.)

と
い
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ソ
ー
マ

で
あ
る

（
身
体
）
は
、
世

界
~
~
在
と
し
て
の
生
を
可
能
に
す
る
ヒ
ュ
レ
ー
（
質
料
）

と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
身
体
性
が
パ
ト
ス

を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
情
態
論
で
は
み
ら

、
、
、
、
、
、
、

れ
な
い
。
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
世
界
—
内
t

在
と
身
体
と
の
関

係
、
あ
る
い
は
気
分
と
身
体
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い

(23) 

な
い
の
で
あ
る
。

⑤
情
態
の
あ
り
方
は
、

と
と
し
て
、
他
方
で
は
そ
れ
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ

い
わ
ゆ
る
身
体
的
状
態
も

F
a
s
s
u
n
g

—

s
e
i
n
)
」
、

で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
体
制
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と

(
A
u
s
ーd
e
r
ー

つ
ま
り
「
取
り
乱
し
て
い
る
こ
と
」
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
パ
ト
ス
の
現
象
に
特
徴
的
な
こ
と
と
し

、
、
、
、
、
、

て
、
変
化
と
い
う
動
的
な
契
機
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

④
さ
ら
に
『
デ
・
ア
ニ
マ
』
に
し
た
が
っ
て
、
「
パ
ト
ス
の
生
成
は
身
体

性
に
よ
っ
て
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い
る
」

(
8
0
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す

で
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

パ
ト
ス
は
人
間
の
世
界
~
ー
上
仔
在
全
体
を
表

パ
ト
ス
に
は
そ
の
出
来
事
の
連

さ
て
、

情
態
に
は
根
本
的
な
二
つ
の
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
ハ
イ
レ
シ
ス

(
R
t
p
e
6内
）
（
選
択
）
と
ピ
ュ
ゲ
ー
（
を

S
ふ
）
（
回
避
）
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
ハ
イ
レ
シ
ス
と
ピ
ュ
ゲ
ー
は
、
生
の
根
本
可
能
性
を
性
格
づ
け
て

お
り
、
「
現
存
在
の
根
本
運
動
性
」
(
1
0
0
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
『
存
在
と
時

間
』
の
情
態
論
で
も
、
気
分
が
向
か
わ
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
「
現
|
布
2

在
」
が
重
荷
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑥
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
パ
ト
ス
は
、
現
存
在
が
自
分
自
身
に
つ
い

て
第
一
次
的
に
知
り
、
気
分
に
即
し
て
自
己
を
見
出
す
と
こ
ろ
の
根
本
可

能
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
パ
ト
ス
が
、
「
そ
こ

か
ら
話
す
こ
と

(
S
p
r
e
c
h
e
n
)
が
生
い
立
っ
て
、
言
表
さ
れ
た
こ
と

(
A
u
s
,
 

g
e
s
p
r
o
c
h
e
n
e
s
)
 
が
そ
の
う
ち
へ
と
再
び
入
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
地
盤
」

(
1
0
8
)
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
第
一

次
的
に
知
る
こ
と
は
、
知
的
に
知
る
こ
と

(W窃
sen)
で
は
な
く
て
、
「
然
々

の
気
分
を
つ
う
じ
て
自
己
を
見
出
す
こ
と

(
S
i
c
h
-
b
e
f
i
n
d
e
n
)
」
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
概
念
は
、

パ
ト
ス
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
こ
の
よ
う

な
意
義
を
表
明
的
に
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ト
ス
概
念

を
、
概
ね
現
存
在
分
析
論
の
概
念
性
に
し
た
が
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
情
態
論
に
つ
な
が
る
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る

一
方
で
、
パ
ト
ス
（
情
態
）
の
動
き
な
い
し
変
化
の
契
機
や
身
体
性
の
要

索
な
ど
、
『
存
在
と
時
間
』
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
い

（な筍
7
)

（
悲
哀
）
の
う
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
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そ
も
そ
も
語
源
的
に
み
る
と
、
パ
ト
ス
（
謎
a
0o,;-)
と
い
う
語
は
、
「
働

き
か
け
ら
れ
る
」
の
意
の
動
詞
パ
ス
ケ
イ
ン

（謎

i
g
gく
）
に
由
来
す
る

名
詞
で
あ
り
、
根
本
的
に
パ
ト
ス
と
い
う
概
念
に
は
、
受
動
性
の
契
機
が

含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
の
或
る
箇
所

(
1
6
6
B
,
 1
7
9
C
)

で
、
パ
ト
ス
は
、
作
用
を
受
け
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
「
受

(24) 

動
の
情
態
」
を
意
味
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
私
が
在
る
(
s
i
c
h
b
e
f
i
n
d
e
n
)
と
こ
ろ
の
世

界
が
私
に
関
わ
っ
て
く
る
(
a
n
g
e
h
e
n
)
」
（
1
8
)

と
い
う
こ
と
が
、
生
に
お

さ
て
、

①
情
態
概
念
の
パ
ト
ス
的
意
味
合
い

に
ま
と
め
ら
れ
る
。

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
ト
ス
概
念
に
つ
い
て
の
解
釈
の
う
ち
で
、
情
態
論
の

原
型
と
な
る
気
分
な
い
し
感
情
に
つ
い
て
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
私
た

ち
は
、
そ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
パ
ト
ス
解
釈
を
顧
慮
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
彼
の
情
態
論
の
根
本
動
向
お
よ
び
情
態
概
念
の
特
性
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
概
ね
以
下
の
よ
う

前
述
の
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
す
で
に
ア

パ
ト
ス
概
念
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論

る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
パ
ト
ス
解
釈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
情
態
論
の
特
徴
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

け
る
世
界
と
の
出
会
い
方
を
性
格
づ
け
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ

に
は
、
私
が
世
界
の
う
ち
に
「
在
る
(
s
i
c
h
b
e
f
i
n
d
e
n
)
」
と
い
う
こ
と

は
、
私
が
世
界
に
よ
っ
て
「
関
わ
ら
れ
る
(
a
n
g
e
g
a
n
g
e
n
werden)」、

つ
ま
り
「
働
き
か
け
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
理
解
が
存
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
存
在
i

界
|
内
—
存
在
i

全

体
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
の
が
パ
ト
ス
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、

パ
ト
ス
が
^
'
M
i
t
'

g
e
n
o
r
n
r
n
e
n
w
e
r
d
e
n
'
'
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
世
界
—
由i’
~
在
と
し
て
の

人
間
的
現
存
在
が
世
界
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
る
と
い
う
受
動
性
が
、
パ
ト

ス
を
構
成
し
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
現
象
を
、
現
存
在
の

"sich 
b
e
f
i
n
d
e
n
"
と
い
う
働
き
の
観
点
か
ら
、
「
情
態
(
B
e
f
i
n
d
l
i
c
h
'

k
e
i
t
)
」
と
い
う
概
念
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
存
在
と
時
間
』
の
情
態
論
に
よ
れ
ば
、
情
態
は
現
存
在
の
被
投

性
を
開
示
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
被
投
性
と
は
、
現
へ
の
被
投
性
、

つ
ま
り
、
現
存
在
が
そ
の
つ
ど
特
定
の
世
界
の
う
ち
へ
と
投
げ
入
れ
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
事
実
性

(Faktizitat 
d
e
r
 U
b
e
r
a
n
t
w
o
r
t
u
n
g
)
」
（
S
Z
,
1
3
5
)

を
示
唆
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
現
へ
の
被
投
性
と
い
う
存
在
の
仕
方
は
、
現
存
在
が

「
現
~
在
(
D
a
-
s
e
i
n
)
」
で
あ
る
こ
と
の
所
以
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ

は
ま
さ
し
く
現
存
在
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
意
味
で
の
受
動
性
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
現
へ
の
被
投
性
と
し
て
の
受
動
性
が
、
情
態
と
い
う
仕
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方
で
開
ホ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
情

態
の
概
念
の
う
ち
で
は
、
基
本
的
に
「
受
動
の
情
態
」
と
い
う
パ
ト
ス
の

根
本
的
意
味
が
支
配
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

②
「
現
~
在
」
の
重
荷
感
と
パ
ト
ス
の
性
格
と
の
関
わ
り

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
人
の
身
に
生
起
す
る
と
い
う
こ
と

(
G
e
s
c
h
e
h
e
n
 
mit e
i
n
e
m
)
」（

77)
が
そ
の
人
を
パ
ト
ス
（
情
態
）
へ
と

強
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
受
動
の
出
来
事
そ
れ
自
体
は
、
現
存

在
に
と
っ
て
「
不
利
な
事
柄

(Abtragliches)
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
（
第
五
巻
第
ニ
―
章
）
に
お
い
て
、
「
有

害
な
諸
変
化
や
諸
運
動
」
、
あ
る
い
は
「
不
幸
や
苦
痛
の
う
ち
の
大
な
る
も

の
」
を
パ
ト
ス
と
よ
ん
で
い
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
に
お
け
る
「
事

実
的
な
生
の
経
験
」
の
解
釈
の
な
か
で
、
開
か
れ
た
可
能
性
を
引
き
受
け

(25) 

る
と
い
う
こ
と
の
重
み
を
指
摘
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
『
存
在
と
時
間
』
の

情
態
論
で
は
、
気
分
（
情
態
）
の
う
ち
で
「
現
~
在
」
、
つ
ま
り
、
現
へ

の
被
投
性
が
「
重
荷
」
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
現
存
在
が
被
投
的
な
「
現
ー
~
在
」

と
し
て
、
そ
の
存
在
可
能
性
を
引
き
受
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
い
わ
ば
重
圧
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
被
投
性
の
重
荷
的
性
格
に
は
、
そ
の
根
底
に
パ
ト
ス
の
も
つ
受
動

性
の
不
利
な
性
格
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で

に
み
た
よ
う
に
、
被
投
性
は
根
本
的
な
意
味
で
受
動
性
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

③
情
態
と
パ
ト
ス
の
基
層
的
性
格

「
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
事
実
的
な
現
存
在
の
可
能
性
の
う
ち
に
、
怒
っ

て
い
る
、
悲
し
ん
で
い
る
、
喜
ぶ
、
憎
む
な
ど
と
い
う
諸
可
能
性
を
共
に

与
え
て
い
た
の
で
あ
る
」

(
6
6
)

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
お
り
、
し
か
も

こ
の
際
重
要
で
あ
る
の
は
、
パ
ト
ス
が
「
存
在
自
体
の
あ
り
方
」
と
し
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
た
「
生
成
の
あ
り
方
」
と
し
て
共
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
わ

、
、
、

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
が
事
実
的
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の

、
、
、

現
存
在
は
つ
ね
に
、
な
ん
ら
か
の
パ
ト
ス
、
つ
ま
り
気
分
な
い
し
感
情
の

う
ち
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
『
存
在
と
時
間
』
の

な
か
で
は
、
現
存
在
が
そ
の
つ
ど
す
で
に
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と

し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
を
指
し
て
ポ
ル
ノ
ウ
は
、
気
分
を
生
の
「
根

本
的
基
盤
」
と
み
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
パ
ト
ス

あ
る
い
は
情
態
と
い
う
現
象
は
、
現
存
在
が
事
実
的
な
現
存
在
で
あ
る
か

ぎ
り
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
—
ー
ー
基
層
を
な
す
ー
ー
上
廿
在
様
態
と
し
て
性

格
づ
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
の
存
在

可
能
の
企
投
も
ま
た
被
投
的
な
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ

と
を
「
被
投
的
可
能
性
」
あ
る
い
は
「
被
投
的
企
投
」
と
い
う
表
現
で
示

(26) 

し
た
。
す
な
わ
ち
、
実
存
す
る
も
の
と
し
て
の
現
存
在
は
、
自
ら
の
存
在
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可
能
を
企
投
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
被
投
性
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
存
在
が

「
現
~
在
」
で
あ
る
こ
と
の
所
以
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
最
も
根
本
的

な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
現
存
在
の
受
動
性
と
み
な
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
被
投
性
が
現
存
在
の
基
礎
構
造
を
形
成
し
、
し
か
も
そ

れ
が
受
動
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
受
動
の
情
態
」
と
い
う

パ
ト
ス
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
情
態
は
、
現
存
在
の
基
層
を
構
成
す
る
あ

り
方
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
情
態
な
い
し
気
分
が
、
こ
の

よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
ボ
ル
ノ
ウ
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
理
解
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
解

(27) 

釈
さ
れ
る
。

④
パ
ト
ス
解
釈
の
意
義
と
情
態
概
念
の
独
自
性

当
該
の
講
義
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
根
本
諸
概
念
を
解
釈

す
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
そ
れ
ら
が
生

(28) 

い
立
っ
て
き
た
地
盤
1

概
念
性
|
.
|
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

パ
ト
ス
概
念
の
解
釈
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
意
図
に
し
た
が
っ
て
遂
行
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
の
一
端
は
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
い
う
よ
り
は
、
現
存
在
の

分
析
論
と
い
う
観
が
強
い
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け
る
パ
ト
ス
概
念
を
、
そ
の
概
念
性
の
地
盤
へ
と
遡
っ
て
1

パ
ト
ス
と
よ
ば
れ
る
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
1

現
象
学
的

2
 

了注 て
い
る
と
い
う
こ
と
に

そ
の
か
ぎ
り
で
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
論
の
形
成
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ

に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
パ
ト
ス
解
釈
の
う
ち
に
見
出
す
の
は
、

の
う
ち
で
は
、

釈
と
い
う
問
題
圏
の
う
ち
で
示
さ
れ
た
、
人
間
的
現
存
在
の
気
分
な
い
し

感
情
の
現
象
学
的
な
解
釈
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
み
ら
れ

る
情
態
論
の
原
型
を
な
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
と
い
う
概
念

パ
ト
ス
の
根
本
的
意
味
と
そ
の
性
格
が
支
配
的
で
あ
る
。

ス
に
お
け
る
パ
ト
ス
概
念
の
解
釈
に
負
う
と
こ
ろ
も
少
な
く
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
た
ん
に
パ
ト
ス
を
情
態
と
訳
し

た
だ
け
で
は
な
い
し
、
気
分
を
そ
の
よ
う
に
言
い
換
え
た
だ
け
で
も
な
い
。

経
験
的
に
は
気
分
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
現
象
に
、
人
間
的
現
存
在
の
存

、
、
、
、

在
を
全
体
と
し
て
開
示
す
る
と
い
う
卓
越
し
た
開
示
の
働
き
が
表
明
的
に

、
(29)

承
認
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
現
象
が
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
の
な
か

で
、
実
存
論
的
概
今
中
ー
~
夫
存
カ
テ
ゴ
リ
）
I

と
し
て
位
罹
づ
け
ら
れ

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
概
念
の
独
自
性
と
哲
学
的

意
義
と
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解

Otto Friedrich 
B
o
l
l
n
o
w
,
 

Das W
 esen 
der S
t
i
m
m
u
n
g
e
n
,
 7
.
 

Aufl. ｀
 

Frankfurt a
.
M
.
,
 1
9
8
8
,
 

S.53. 

V
 gl. 
M
a
r
t
i
n
 
Heidegger, 
G
r
u
n
d
p
r
o
b
l
e
m
e
 
der 
Phanomenologie, 

98 



(16) 
15 14) 

(9)
 

(10) 

(11) 

(12) 

（認）
(
8
 

(
7
 

(
5
 

(
6
 

(
4
 

3
 

一
九
九
七
年
、
三

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
,
 E
d
.
 58, 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
,
 1993. 
以
下
、
引
用
の
際

は
G
A
5
8
と
略
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
併
記
す
る
。

M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
Beit
為
e
zミ
r
Philosop
思
(
V
o
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E
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斎
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E
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H
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S
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M
a
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t
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e
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g
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S
e
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以

下
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用
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ペ
ー
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V
 gl. 
T
h
e
o
d
o
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T
h
e
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o
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e
i
n
g
 a
n
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T
宙
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California, 
1993, 
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一
九
一
九
年
戦
後
窮
乏
期
講
義
で
は
「
原
初
学
」
と
よ
ば
れ

(Vgl.

M
a
r
t
i
n
 

H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
Z
u
r
 B
e
s
t
i
m
m
塁
g
d
e
r
 Philosoph
蕊

G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
b
e
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E
d
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 56/57, 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
 ,
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、
一
十
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一

h
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L
冬
泣
子
四
3
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根
源
学
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V
g
l
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G
A
5
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)
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V
g
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一
九
ニ
―
／
二
二
年
冬
学
期
講
義
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的
解
釈
』
は

そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

こ
の
講
義
の
講
義
録
は
、
現
時
点
で
は
未
公
刊
で
あ
る
が
、
こ
の
考
察
で
は
以

下
の
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記
録
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参
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引
用
の
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