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本
稿
は
、
現
存
在
の
時
間
性
と
歴
史
性
に
つ
い
て
『
存
在
と
時
間
』
（
一

九
二
七
）
で
記
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「
時
間
性
と
歴
史
性
」
と
い
う
言
葉
は
第
二
編
第
五
章
の
表
題
で
あ
る
が
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
―
つ
の
章
だ
け
に
着
眼
す
る
の
で
は
な
く
、
「
時
間
性
と

歴
史
性
」
と
い
う
問
題
を
『
存
在
と
時
間
』
全
般
に
わ
た
る
問
題
と
し
て

捉
え
た
い
。
歴
史
的
な
も
の
を
理
解
す
る
う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
一
方
向
に

流
れ
る
時
間
（
リ
ニ
ア
時
間
）
に
対
し
、
歴
史
的
な
も
の
に
固
有
な
時
間

の
構
造
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で

あ
っ
た
か
、
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
な
仕
方
で
、
リ
ニ
ア
時
間
を
突

き
抜
け
て
、
歴
史
的
な
も
の
に
固
有
の
時
間
構
造
を
捉
え
よ
う
と
し
た
と

き
、
ど
の
よ
う
な
可
能
性
に
出
会
う
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
本
稿
を
通
し

て
考
え
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

物
理
学
的
時
間
と
歴
史
の
時
間

議
論
の
出
発
点
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
的
経

歴
の
最
初
期
に
属
す
る
試
験
講
義
「
歴
史
科
学
に
お
け
る
時
間
概
念
」
（
一

九
一
六
）
を
取
り
上
げ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
指

摘
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
、
最
も
早
い
例
は
戦
後
困
窮
学

期
の
講
義
(
-
九
一
九
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
試
験
講
義
は
ま
だ
『
存
在

と
時
間
』
へ
至
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
思
想
展
開
の
過
程
に
は
属
さ
な
い
、

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
『
存
在
と
時
間
』
の

中
の
或
る
脚
注

(
S
Z
,
S
.
 
418-9)
で
、
歴
史
科
学
に
お
け
る
年
代
学

(Chronologie)
の
も
つ
意
義
に
関
し
、
こ
の
試
験
講
義
を
指
示
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
時
間
概
念
へ
の
着
目
と
い
う
点
に
限
っ

て
言
え
ば
、
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
関
連
づ
け
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。

前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
時
間
性
と
歴
史
性

土

井

理

代
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こ
の
講
義
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
は
、
既
存
の
個
別
科
学
を
事
実

(
F
a
k
t
u
m
)
と
捉
え
、
そ
の
科
学
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
問
う
と

い
う
手
法
を
と
る
点
で
、
し
か
も
、
そ
の
意
図
が
あ
く
ま
で
学
問
論
と
し

て
の
論
理
学
へ
の
寄
与
に
あ
る
点
で
、
新
カ
ン
ト
学
派
的
（
西
南
ド
イ
ツ

学
派
的
）
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
立
場
は
、
諸
科
学
の
分
岐
を
諸

科
学
が
対
象
を
構
成
す
る
仕
方
、
す
な
わ
ち
諸
科
学
が
用
い
る
「
範
疇
」

の
原
理
上
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
範
疇
の
原
理

上
の
違
い
を
明
示
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
こ
の
西

南
ド
イ
ツ
学
派
的
な
行
き
方
に
沿
い
、
そ
の
枠
内
で
「
時
間

(
N
eit)
」
と

い
う
一
範
疇
に
着
目
す
る
。
「
時
間
」
と
い
う
―
つ
の
基
本
的
な
範
疇
が
、

現
行
の
自
然
科
学
（
と
り
わ
け
物
理
学
）
と
歴
史
科
学
の
間
で
は
種
別
的

に
異
な
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
学
の
違
い
を
ー
ー
と
り
わ
け
歴
史
科
学
の
特
殊
性
を
I

際
立
た
せ
る
の
が
彼
の
目
論
見
で
あ
っ
た
。

さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
運
動
の
法
則
性
を
数
学
的
に
把
捉
す
る

こ
と
を
目
標
と
す
る
の
が
物
理
学
で
あ
る
が
、
「
任
意
の
点
P
の
時
間
的
に

継
起
す
る
一
切
の
位
置

(
L
a
g
e
)
の
総
体
」

(
G
A
l
,
S. 4
2
2
)

と
い
う
「
運

動
」
の
定
義
に
「
時
間
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
物
理
学
に
お
け
る
時

間
は
「
運
動
の
数
学
的
規
定
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
条
件
」

(
G
A
l
,
S・ 

4
2
3
)

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
運
動
の
測
定
が
可
能
で
あ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
自
身
測
定
可
能
な
時
間
、
す
な
わ
ち
「
―
つ
の
点
か
ら
別
の
点

へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
な
く
一
様
に

(gleichformig)
流
れ
続
け
る
」

(
G
A
l
,
 S. 4
2
3
)

目
盛
り
、
あ
る
い
は
「
―
つ
の
均
質
的

(
h
o
m
o
g
e
n
)

な
位
置
の
秩
序

(Stellenordn
目
g)
」
と
し
て
の
時
間
が
前
提
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
見
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
時
間
は
物
理
学
に
お
い
て
、

測
定
可
能
な
時
間
、
測
定
さ
れ
う
る
時
間
と
し
て
の
み
有
意
味
な
機
能
を

果
た
す
」

(
G
A
l
,
S. 4
2
4
)

と
結
論
さ
れ
る
。

一
方
、
歴
史
科
学
の
目
標
は
過
去
の
世
界
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
「
歴
史
家
と
彼
の
対
象
と
の
間
に
は
時
間
的
な
溝
が
あ
る
」

(
G
A
l
,
 S. 4
2
7
)

ゆ
え
、
「
時
間
の
乗
り
越
え

(
Neitliberwindung)
」

が
不
可
欠
の
契
機
と
な
る
。
こ
の
場
合
「
時
間

[11
時
代
ご
と
は
、
物
理

学
に
お
け
る
よ
う
に
均
質
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
「
歴
史
の
諸
々
の
時
代

[11
時
間
]
は
互
い
に
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
」

(
G
A
l
,
 S. 4
3
1
)

と
さ
れ
る
。
例
え
ば
或
る
特
定
の
時
代
に
属
す
る
事
物

に
は
そ
の
時
代
ら
し
さ
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル
ー
ー
ー
そ
の
時
代
の
刻
印

(das G
e
p
r
a
g
e
 d
e
r
 Zeit) 
(
G
A
l
,
 S. 4
2

9

)

-

が
刻
み
込
ま
れ
て
お

り
、
史
家
は
（
史
料
を
批
判
に
か
け
る
際
）
そ
の
よ
う
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル

に
こ
そ
着
目
す
る
。
「
ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
諸
時
間
も
確
か
に
継
起
し
は

す
る
_
~
も
な
け
れ
ば
そ
れ
は
お
よ
そ
時
間
で
は
な
い
だ
ろ
う

I

が
、
各
々
の
時
間
は
そ
の
内
容
的
構
造
の
点
で
別
の
時
間
で
あ
る
。
ヒ
ス

ト
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
時
間
概
念
の
質
的
な
る
も
の
と
は
、
歴
史
の
な
か
で
与

え
ら
れ
る
生
の
客
観
態
の
濃
縮
—
~
結
晶I

に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(
G
A

1
"
 
S
.
 4
3
1
)

。

以
上
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
物
理
学
に
お
け
る
時
間
概
念
と
歴
史
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科
学
に
お
け
る
時
間
概
念
の
相
違
を
、
端
的
に
言
っ
て
、
量
的
な
時
間
と

質
的
な
時
間
と
い
う
形
で
対
比
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

量
的
な
時
間
、
す
な
わ
ち
、
「
一
様
に
流
れ
続
け
る
」
「
均
質
的
な
位
置
秩

、
、
、
、
、
、

序
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
物
理
学
的
時
間
は
、
『
存
在
と
時
間
』
で
言
わ
れ

る
「
今
—
時
間

(
J
e
t
z
t

—
N
eit)
」
の
原
型
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

点
に
限
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
こ
こ
に
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
連
続
性
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
原
型
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
を

す
る
の
は
、
以
下
に
も
見
る
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
今
ー

時
間
」
は
、
も
は
や
単
に
物
理
学
と
い
う
一
科
学
に
固
有
の
時
間
概
念
と

、
、
、
、

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
支
配
す
る
通
俗
的
「
時

間
」
表
象
と
い
う
形
で
、
よ
り
射
程
の
広
い
概
念
と
し
て
登
場
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
通
俗
的
時
間
概
念
と
い
う
‘
よ
り
支
配
的
な
位

置
を
占
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
直
線
的
で
不
可
逆
的
な
今
時
間
の

表
象
が
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
理
解
、
す
な
わ
ち
「
過
去
」
と
い
う
概
念
の

も
ち
方
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
こ
と
も
示
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
試
験
講
義
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
物
理
学
的
時
間
概
念
か
ら
歴
史
科
学
に
固
有
の
時

、
、
、

間
概
念
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目
論
見
は
、
表
面
上
は
確
か

に
果
た
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
さ
ら
に
解
決

さ
れ
る
べ
き
問
題
が
ひ
そ
ん
で
も
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
‘
わ
れ
わ
れ
が
上
で
引
用
し
た
「
各
々
の
時
間
は
そ

、
、
、
、
、
、
、

の
内
容
的
構
造
の
点
で
別
の
時
間
で
あ
る
」
と
い
う
文
に
、
次
の
よ
う
な

の
問
い
を
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
い
を
、

カ
ッ
セ
ル
講
演
(
-
九
二
五
）

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
主
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は

生
が
歴
史
的
ー
で
あ
る
こ
と

が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
歴
史
的
I

で
あ
る
こ
と
（
歴
史
的
I

存
在
）
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
問
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、
と
(
D
J
S
,

S
.
 1
7
3
)

。

問
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
歴
史
性
(Geschichtlichkeit)

へ

そ
れ
で
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
も
ち
ろ
ん
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
さ
え

(Geschichtlich-Sein) 
4'
一
ホ
し
は
し
た

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

書
き
込
み
を
加
え
て
い
る
。
「
『
で
あ
る
』
と
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
。
客
観
的
な
[
諸
々
の
]
質
が
問
題
な
の
で
は
な
い
」
合
A
l
,

S. 4
3
1
 F
u
B
n
o
t
e
 a)
。
こ
の
書
き
込
み
を
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈

す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
突
き
当
た
っ
て
い
る
の
は
、

時
代
ご
と
に
固
有
の
質
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
歴
史
に
お
け
る
複
数
の
異

質
な
時
間
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
在
り
よ
う
が
、
差
し

当
た
り
不
明
で
あ
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
、
と
。
異
質
な
時
間
は
互
い
に

並
立
的
に
「
存
在
す
る
」
の
で
は
な
く
、
継
起
す
る
(aufeinanderfolgen)

と
さ
れ
て
い
る
が
、
継
起
す
る
中
で
そ
れ
ら
異
質
な
時
間
は
ど
の
よ
う
に

「
存
在
す
る
」
の
か
。
こ
の
講
義
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
生
の
客
観
態
」
と

い
う
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
思
わ
せ
る
言
葉
を
用
い
て
も
い
る
が
、
歴
史
の
時

間
、
あ
る
い
は
こ
う
言
い
換
え
て
よ
け
れ
ば
歴
史
的
世
界
の
存
在
性
格
と

の
う
ち
に
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歴
史
性
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
規
定
か
ら
も
‘

て
現
存
在
の
歴
史
性
が
、
現
存
在
の
時
間
性

(
Neitlichkeit)
に
巷
づ
い

う
よ
う
に

(
V
g
l
.
S
Z
.
 S
.
 3
9
3
)

。

『
存
在
と
時
間
』

き
受
け
る
の
で
あ
る
。

に
お
け
る
三
つ
の
時
間

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い

現
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
与
え
ら
れ
て
い

る
の
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
第
二
編
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
記
述

で
さ
え
い
ま
だ
断
片
的
な
感
が
あ
る
。
事
実
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
も
い
る
。
「
現
存
在
の
歴
史
性
の
実
存
論
的
解
釈
は
絶
え
ず
不
意
に

暗
が
り
へ
落
ち
込
む
。
適
切
に
問
う
た
め
の
可
能
な
諸
次
元
が
解
き
ほ
ど

か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
存
在
の
謎
、
そ
し
て
[
…
…
]
運
動
の
謎
が
す
べ

て
の
次
元
で
横
行
す
る
ゆ
え
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
こ
の
暗
さ
が
取
り
除

か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
」

(
S
Z
,
S
.
 3
9
2
)

。
も
っ
と
も
、
事
柄
と
し
て
十
分

明
ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
上
の
問
い
、
す
な
わ
ち
現
存

在
の
歴
史
性
へ
の
問
い
（
歴
史
的
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い

う
問
い
）
に
、
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
応
の
解
答
を
与
え

た
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
の
存
在
が
歴
史
的
で
あ
る
と
は
、
脱
自
的
—
地
平

的

(
e
k
s
t
a
t
s
i
c
h

—h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
)

時
間
性
を
根
拠
と
し
て
、
己
の
既
在
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
G
e
w
e
s
e
n
h
e
i
t
)
に
お
い
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い

、
、
、
、
、
、
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
問
い
を
、
現
存
在
の
歴
史
性
へ
の
問
い
と
し
て
引

ガ
ー
は
現
存
在
の
時
間
性
を
ど
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
捉
え
た
の
か
。
こ

の
節
で
は
ま
ず
こ
の
点
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、

こ
の
時
間
性
と
「
今
I

時
間
」
（
試
験
講
義
で
言
わ
れ
た
物
理
学
的
時
間
概

念
を
原
型
と
す
る
、
と
先
程
指
摘
さ
れ
た
）
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け

ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
論
じ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
現
存
在
の
時
間

性
と
と
も
に
時
熟
す
る
と
さ
れ
る
世
界
時
間
(Weltzeit)
と
い
う
現
象
が

見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
周
知
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
現
存
在
を
世
界
—
内
ー
存
在
(
I
n
ー
d
e
r
-
W
e
l
t

—

s
e
i
n
)
と
し
て
捉
え
る
か

ら
で
あ
る
。

三
ー
一
、
現
存
在
の
時
間
性
（
根
源
的
時
間
）

こ
こ
で
は
、
現
存
在
の
時
間
性
の
基
本
的
性
格
を
、
後
の
議
論
に
必
要

な
範
囲
で
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
上
の
引
用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、

現
存
在
の
時
間
性
は
、
脱
自
的
—
地
平
的
な
構
造
を
も
つ
。
で
は
、
脱
自

的
ー
地
平
的
構
造
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
従
え
ば
、

脱
自
的
ー
地
平
的
な
時
間
性
と
は
、
既
在
・
現
在
・
到
来
の
三
つ
の
脱
自
態

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(Ekstase) 
(
な
い
し
地
平

H
o
r
i
z
o
n
t
)
が
そ
の
つ
ど
統
一
的
に
時
熟
す

る
(sich
zeitigen)
、
と
い
う
現
象
を
指
す
。
こ
の
三
つ
の
時
間
規
定
は
、

「
脱
自
態
」
や
「
地
平
」
と
い
う
性
格
づ
け
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ

る
い
は
「
そ
の
つ
ど
統
一
的
に
時
熟
す
る
」
と
い
う
言
い
方
が
暗
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
通
俗
的
な
意
味
で
の
過
去
・
現
在
•
未
来
、
と
い
う
概
念

て
捉
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、

ハ
イ
デ
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或
る
種
の
自
己
喪
失
で
あ
る

i

と
い
う
面
で
あ
る
。
そ
し
て
現
存
在
の

さ
て

と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
根
源
的
時
間

(
2
)
 

（
つ
ま
り
時
間
性
）
で
あ
る
、
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
少
な
く
と
も
こ
こ
に
、
均
質
に
流
れ
る
物
理
学
的
時
間
と
は
異
な
る
次

元
の
時
間
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
現
存
在
自
身
が
時
間
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
性
の
議
論
は
、
現
存
在
の
存
在
に
つ
い
て
の
議
論

(
3
)
 

と
重
な
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
存
在
自
身
が
、
次

の
よ
う
な
等
根
源
的
な
三
相
を
も
つ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
（
一
）
自
己
を
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
可
能
性
へ
向
け
て
投
企
す
る

(ent
,
 

w
e
r
f
e
n
)
と
い
う
面
、
（
二
）
今
現
に
あ
る
自
己
と
し
て
投
げ
出
さ
れ
て
い

る

(
g
e
w
o
r
f
e
n
)

と
い
う
面
、
そ
し
て
（
三
）
世
界
の
（
差
し
当
た
り
周
囲

世
界
の
）
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
と
の
関
わ
り
に
没
入
し
て
い
る
ー
~
こ
れ
は

存
在
（
す
な
わ
ち
関
心

S
o
r
g
e
)

は
こ
れ
ら
の
三
契
機
、
す
な
わ
ち
（
一
）

実
存
性
、
（
二
）
事
実
性
、
（
三
）
類
落
の
三
契
機
の
統
一
の
う
ち
に
成
り
立

つ
、
と
解
釈
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
（
一
）
到
来
、
（
二
）
既
在
、

（
三
）
現
在
、
の
三
地
平
と
し
て
、
時
間
的
に
解
釈
さ
れ
直
す
の
で
あ
る
。

、
、
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
ら
三
つ
の
契
機
の
う
ち
、
時
間
性
は
本
来
到
来
か

、
、
、
、
、

ら
時
熟
す
る
と
言
っ
て
、
常
に
（
一
）
の
契
機
に
重
点
を
躍
く

(Vgl.
S
Z
,
 

S
.
 3
2
9
)

。
つ
ま
り
「
現
存
在
と
は
第
一
次
的
に
可
能
存
在
な
の
で
あ
る
」

(SZ, S
.
 1
4
3
)

。
実
際
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
可
能
性
と
の
関
わ
り
の

う
ち
に
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
記
述
に
即
し
て
言
え
ば
、
例
え
ば
『
存
在

と
時
間
』
で
最
初
に
「
現
存
在
」
の
語
が
持
ち
出
さ
れ
る
箇
所
で
、
（
存
在

と
は
何
か
と
）
問
う
こ
と

(
F
r
a
g
e
n
)

が
、
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
存
在
可
能

性

(Seinsmoglichkeit)

の
一
っ
と
さ
れ

(
S
Z
,
S
.
 7
)

、
ま
た
周
囲
世

界
分
析
の
と
こ
ろ
で
は
、
道
具
連
関
の
行
き
着
く
先
が
現
存
在
自
身
で
あ

る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
、
宿
を
得
る
こ
と

(
U
n
t
e
r
k
o
m
m
e
n
)
が
現
存

在
の
存
在
の
可
能
性
の
一
っ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
(SZ,
S. 8
4
)

、
第
二
編
第

一
章
で
は
、
最
も
極
端
な
存
在
可
能
性
と
し
て
、
死
ぬ
こ
と
（
S
t
e
r
b
e
n
)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
従
え
ば
、
死
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
存
在

可
能
性
の
―
つ
で
あ
り
、
し
か
も
、
数
多
の
存
在
可
能
性
の
中
の
一
っ
と

い
う
の
で
は
な
く
、
最
も
極
ま
っ
た
存
在
可
能
性
と
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
死
は
、
私
が
存
在
不
可
能
と
な
る
、
と
い
う
存
在
可
能
性
で
あ
る
の
だ

か
ら
。こ

の
よ
う
に
死
を
己
の
最
も
固
有
な
存
在
可
能
性
と
見
な
す
、
と
い
う

や
り
方
に
は
異
論
の
余
地
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
点
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
解
釈
の
独
自
性
が
！
~
し
た
が
っ
て
現
存
在
の
時

間
性
、
お
よ
び
歴
史
性
の
議
論
を
特
徴
づ
け
る
も
の
が
—
ー
存2す
る
こ
と

も
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
な
ぜ
、
死
を
存
在
可

能
性
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現

存
在
を
そ
の
全
体
存
在

(
G
a
n
z
s
e
i
n
)

に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
た
か
ら

現
存
在
は
日
々
の
生
活
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
と
の
関
わ
り
に

没
入
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
と
の
関
係
に
い
わ
ば
己
を
分
散
さ
せ
て
い
る
。

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
類
落
す
る
在
り
よ
う
を
本
質
契
機
と
す
る
現
存
在
を
、
そ
の

全
体
存
在
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
現
存
在
自
身
の
存
在
に
お
け
る

「
両
端
」
、
す
な
わ
ち
、
誕
生
（
始
ま
り
）
と
死
（
終
わ
り
）
と
が
、
現
存

在
解
釈
の
視
野
に
入
れ
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
存

在
は
、
事
物
の
全
体
存
在
と
違
い

(
V
g
l
.
S
Z
,
 S
.
 2
4
2
f
f
.
)

、
「
生
誕
と
死

、
、
、
、
、
、
、

の
間
」
の
そ
の
つ
ど
の
伸
展

(
E
r
s
t
r
e
c
k
u
n
g
)
-
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ

を
現
存
在
の
生
起
と
呼
ぶ
|
|
lと
い
う
形
で
、
初
め
て
そ
の
全
き
「
輪
郭
」

が
捉
え
ら
れ
る
も
の
、
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る

(
V
g
l
.
S
Z
,
 S
.
 3
7
3
)

。

そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
「
死
へ
の
存
在

(
S
e
i
n
z
u
m
 T
o
d
e
)
」
と
い

う
現
象
の
挙
示
か
ら
着
手
し
た
。
そ
れ
は
、
死
へ
の
先
駆
こ
そ
が
、
始
ま

り
へ
の
関
わ
り
を
我
が
も
の
と
さ
せ
る
（
反
復
さ
せ
る
）
動
因
と
な
る
、

と
見
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
駆
的
か
つ
反
復
的
な
現
在
（
す
な
わ
ち
瞬
間
）
が
、

現
存
在
の
本
来
的
な
時
間
性
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
来
的
な
時

間
性
が
到
来
か
ら
時
熟
す
る
と
は
、
い
わ
ば
、
現
存
在
に
お
い
て
私
の
死

が
そ
の
つ
ど
切
迫
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
が
現
存
在
の
存

在
を
取
り
囲
む
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
時
間
性
は
有
限

(
e
n
d
'

lich) 
で
あ
る

(
S
Z
,
S
.
 3
2
9
£
.
)

。
有
限
で
あ
る
か
ら
そ
の
つ
ど
時
熟
す

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
己
の
死
は
、
い
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
単
な

る
可
能
性
な
の
で
は
な
く
、
「
現
存
在
は
、
実
存
す
る
か
ぎ
り
、
事
実
的
に

死
に
つ
つ
あ
る
」

(
S
Z
,
S
.
 2
5
1
)

。
こ
の
こ
と
は
誕
生
に
つ
い
て
も
言
え

る
。
た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
誕
生
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
死

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
を
世
界
ー
内
I

存
在
(
I
n

ー

d
e
r
-
W
e
l
t
ーsein)
と
し
て
解
釈
す
る
の
で
、
現
存
在
自
身
の
開
示
と
世
界

の
開
ホ
と
は
一
体
的
で
あ
り
、
現
存
在
の
時
熟
は
、
必
然
的
に
世
界
の
時

熟
を
伴
う
‘
と
見
な
さ
れ
る
(
V
g
l
.
S
Z
,
 S
.
 3
6
5
)

。
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ

て
世
界
は
主
観
的
で
も
客
観
的
で
も
あ
る
、
と
い
う
性
格
を
も
つ

(
V
g
l
.

S
Z
,
 S
.
 3
6
6
)

。
）
世
界
の
ほ
う
も
、
あ
く
ま
で
現
存
在
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
根
源
的
な
意
味
で
時
間
的
性
格
を
帯
ぴ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
世
界
と
い
っ
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
二
義
的
で
あ
り
、
現
存

在
が
そ
の
内
に
住
ま
う
と
こ
ろ
の
世
界
、
す
な
わ
ち
実
存
範
疇
と
し
て
の

世
界
と
は
、
眼
前
に
見
出
さ
れ
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
総
体
（
「
世
界
」
）

の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
物
と
の
関
わ
り
の
う
ち
へ

と
先
行
的
に
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
差
し
向
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
つ

れ
る
現
象
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

の
場
合
と
違
っ
て
、
そ
れ
自
身
こ
の
私
を
孤
立
化
さ
せ
る
契
機
で
は
な
い
。

(

4

)

(

5

)

 

こ
こ
に
、
「
民
族
」
あ
る
い
は
「
世
代
」
の
中
に
育
ち
込
む
、
と
い
う
現
存

在
の
存
在
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
。

三
ー
ニ
、
世
界
時
間

で
は
、
こ
の
よ
う
な
時
間
性

(
Neitlichkeit)

か
ら
、
今
時
間
と
し
て

の
通
俗
的
時
間
概
念
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
派
生
」
す
る
と
見
な
さ
れ
る

、
、
、
、

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
わ
れ
わ
れ
は
世
界
時
間
(
W
e
l
t
z
e
i
t
)
と
呼
ば
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、
、
、
、

ど
の
有
意
味
性

(
B
e
d
e
u
t
s
a
m
k
e
i
t
)
の
全
体
的
連
関
の
こ
と
を
指
す
。
わ

れ
わ
れ
が
世
界
の
中
の
具
体
的
な
事
物
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
有
意
味
性
を
暗
に
（
つ
ま
り
非
主
題
的
に
）
理

解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
拠
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
有
意
味
性
の

理
解
は
、
現
存
在
の
存
在
に
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
結
局
現
存
在
の
時
間
性
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る

(
S
Z
,
S
.
 3
6
5
)

。

こ
の
よ
う
に
、
世
界
に
或
る
種
の
二
義
性
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
世
界

時
間
に
も
ま
た
同
様
の
二
義
性
が
認
め
ら
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
世
界
の
歴
史
」
に
彼
自
ら
が
二
義
性
を

認
め
て
い
る

(
S
Z
,
S
.
 3
8
9
)

の
と
同
型
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
そ
の

、
、
、
、
、

つ
ど
の
時
熟
と
い
う
場
合
の
、
い
わ
ば
本
来
の
意
味
で
の
世
界
時
間
と
、

そ
の
時
熟
に
基
づ
い
て
世
界
内
部
の
存
在
者
が
有
す
る
こ
と
に
な
る
、
「
時

間
の
中
で
」
（
出
会
わ
れ
る
）
と
い
う
時
間
性
格
、
す
な
わ
ち
時
間
内
部
性

(lnnerzeitigkeit)
と
の
一
―
義
性
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

世
界
の
時
間
に
関
し
て
は
、
「
世
界
時
間
」
と
「
時
間
内
部
性
」
と
を
用
語

上
区
別
し
て
い
る
が
。
）

さ
て
、
『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
分
析
を
企
て
て
い
る
実
存
範

疇
と
し
て
の
世
界
は
、
ま
ず
も
っ
て
日
常
世
界
つ
ま
り
周
囲
世
界
で
あ
る

か
ら
、
世
界
時
間
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
、
「
あ
の

時

(
d
a
m
a
l
s
)
」
と
か
「
今

(jetzt)
」
と
か
「
そ
の
時

(
d
a
n
n
)
」
と
い

う
仕
方
で
何
気
な
く
分
節
し
て
い
る
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
世
界
時
間

、
、
、
、
、

の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
日
付
可
能
性
(Datierbarkeit)
と
呼
ば
れ
る
。
）

は
ま
た

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
ら
の
時
間
規
定
を
、
時
間
性
の
三
地
平
（
記
憶
、
現

前
化
、
予
期
）
が
「
言
表
さ
れ
て
い
る

(sich
a
u
s
s
p
r
e
c
h
e
n
)
」
と
見
な

す
。
し
た
が
っ
て
、
時
間
性
が
三
地
平
の
統
一
と
し
て
脱
自
的
ー
地
平
的
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

格
を
も
つ
の
に
応
じ
て
、
世
界
時
間
も
、
そ
の
つ
ど
様
々
な
伸
張
性

(Ge'

spanntheit)
を
も
つ
、
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
今
」
は
、

ま
だ
、
今
時
間
を
な
す
抽
象
的
な
「
今
」
点
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
戸

が
ば
た
ば
た
鳴
る
今
」
(
S
Z
,
S
.
 4
0
8
)

な
ど
、
い
わ
ば
具
体
的
な
内
容
（
世

界
の
事
物
と
の
具
体
的
な
関
係
性
）
を
伴
っ
た
か
ぎ
り
で
の
「
今
」
で
あ

る
、
と
い
う
点
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

る
と
言
え
よ
う
。

れ
は
両
義
的
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
上
述
の
世
界
の
両
義
性
の
反
映
で
あ

つ
ま
り
、
本
来
の
「
今
」
現
象
は
決
し
て
無
限
の
今
系

列
（
今
時
間
）
を
な
す
均
質
な
今
点
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば

一
九
二
七
年
の
講
義
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
「
移
行

（
宮
e
r
g
a
n
g
)
」
あ
る
い
は
「
次
元

(
D
i
m
e
n
s
i
o
n
)
」
と
い
う
性
格
を
も

つ
の
で
あ
る
が
(
G
A
2
4
,

S
.
 3
5
2
)

、
そ
の
半
面
、
わ
れ
わ
れ
が
「
今
」
と

言
う
際
に
ま
ず
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
、
今
眼
前
に
出
会
わ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
出
会
い
を
可
能
に
し
て
い
る
自
己
自
身
の
時
間
性
（
あ
る

い
は
世
界
時
間
）
は
、
差
し
当
た
り
大
抵
わ
れ
わ
れ
の
視
野
に
は
入
ら
な

い
の
で
あ
る
。

)
の
よ
う
に

一
日
に
「
今
」
と
い
っ
て
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
そ
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さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
の
時
間
性
お
よ
ぴ
世
界
時
間
と
今
—
時

間
と
を
対
比
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
時
計
か
ら
読
み
取
ら
れ
る

時
間
と
、
根
源
的
時
間
と
を
対
比
さ
せ
る
や
り
方
は
、
「
空
間
化
さ
れ
た
時

間
」
と
純
粋
持
続
と
い
う
‘
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
対
比
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
し
か
し
時
計
を
通
し
て
読
み
取
ら
れ
る
「
時
間
」
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
的

(
6
)
 

性
格
づ
け
は
、
次
の
点
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
そ
れ
と
異
な
る
。
つ
ま
り
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
時
計
で
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
が
空
間
化
さ
れ
る
の
で
は

(
7
)
 

な
く
、
む
し
ろ
時
間
内
部
的
な
も
の
（
指
針
）
の
現
前
化
が
な
さ
れ
る
、
と

解
釈
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
時
計
I

必
ず
し
も
精
密
機
器
と
し
て

の
時
計
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
自
然
の
時
計
（
物
の
影
な
ど
）

も
含
ま
れ
る
ー
用
い
て
時
を
「
数
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
指
針
の

な
が
ら
時
間
と
関
わ
っ
て
い
る
。

三
ー
三
、
今
時
間
（
通
俗
的
「
時
間
」
）

第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
試
験
講
義
で
言
わ
れ
て
い
た
物
理
学
的
時

間
概
念
は
、
「
無
限
で
、
過
ぎ
去
り
ゆ
<
[
だ
け
の
]
不
可
逆
的
な
今
系
列
」

(
S
Z
,
 S
.
 4
2
6
)とい
う
「
今
—
時
間
」
の
原
型
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
で
は
、
物
理
学
的
時
間
概
念
と
今
—
時
間
と
を
結
ぶ
も
の
は
何

な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
時
計
」
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
の
講
演
『
時

間
の
概
念
』
で
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
時
計
は
一
っ

の
物
理
学
的
体
系
で
あ
る
」
(
B
N
[
S
.
 9
)

。
時
計
は
、
時
間
を
「
測
定
す
る
」

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
点
で
物
理
学
的
性
格
を
も
つ
半
面
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
極
め
て
身
近
な
道
具
で
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
日
々
時
計
で
時
間
を
見

四 諸
位
置

(
Neigerstellen)
を
現
前
化
し
つ
つ
追
い
か
け
る
こ
と
」

(
S
Z
,

S
.
 4
2
0
)

を
意
味
す
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
す
る
。
こ
う
し
て
、
「
時
計

使
用
に
お
い
て
『
視
ら
れ
た
』
世
界
時
間
」

(
S
Z
,
S
.
 4
2
1
)が
、
今
—
時

間
で
あ
る
。

こ
の
今
時
間
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
通
俗
的
に
抱
い
て
い
る
時
間
表
象
で

あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
世
界
時
間
と
今
時
間
と
を
鋭
く
対
照
さ
せ
る
。
す

な
わ
ち
今
時
間
か
ら
は
、
世
界
時
間
の
も
っ
て
い
る
有
意
味
性
、
日
付
可

能
性
、
伸
張
性
と
い
う
構
造
契
機
が
、
決
定
的
に
抜
け
落
ち
る
と
さ
れ
る

の
で
あ
る

(
S
Z
,
S
.
 4
2
2—
3
)が
、
こ
の
こ
と
は
、
眼
前
の
も
の
へ
の
没
入

に
よ
る
現
存
在
の
自
己
喪
失
の
帰
結
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
現
存
在
は
、

自
己
自
身
が
根
源
的
時
間
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
眼
前
の
事
物
の
「
時
間

的
」
性
格
（
時
間
内
部
性
）
に
専
ら
囚
わ
れ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
自
己
自

身
の
構
造
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
眼
前
の
も
の
か
ら
「
時
間
」
を
今
時
間
（
な

い
し
今
系
列
）
と
し
て
思
い
描
く
、
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
時
間
を
、
無
限
で
、
過
ぎ
去
り
ゆ
<
[
だ
け

巳
不
可
逆
的
な
今
系
列
と
す
る
、
時
間
の
通
俗
的
な
性
格
づ
け
は
、
類

落
す
る
現
存
在
の
時
間
性
か
ら
発
源
す
る
」

(
S
Z
,
S
.
 4
2
6
)

。

現
存
在
の
歴
史
性

こ
の
よ
う
に
通
俗
的
な
時
間
表
象
の
派
生
性
を
跡
づ
け
た
あ
と
、

デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
通
俗
的
な
時
間
表
象
は
自
然
な
[
あ
る

ハ
イ
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い
は
当
然
の
]
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
時
間
表
象
は
現
存
在
の
日
常

的
な
在
り
よ
う
に
、
差
し
当
た
り
支
配
的
な
存
在
理
解
に
、
属
し
て
い
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

そ
れ
ゆ
え
、
差
し
当
た
り
大
抵
、
歴
史

(Geschichte)
も
ま
た
、
公
共
的

、
、
、
、
、
、
、
、

に
は
、
時
間
内
部
的
な
生
起

[11
出
来
事
](innerzeitiges
G
e
s
c
h
e
h
e
n
)
 

、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
、
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

(
S
Z
,
S
.
 4
2
6
)

。

し
か
し
前
節
で
見
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
時
間
」
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
現
存
在
の
歴
史
性
（
も
し
く
は
現
存
在
の
生
起
）
と
呼
ば
れ
る
現

象
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
時
間
内
部
的
な
出
来
事
」
と
同
列
に
論
じ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
歴
史
性
と
い
う
規
定
は
、
ひ
と
が
歴
史
（
泄

界
史
的
な
出
来
事
）
と
呼
ぶ
も
の
に
先
立
つ

(vorliegen)
」
（
S
Z
,
S
.
 

1
9
-
2
0
)

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
歴
史
性
は
、
「
そ
れ
に
基
づ
い
て
初
め
て
『
世

界
の
歴
史
』
と
い
っ
た
も
の
が
可
能
と
な
る
」

(
S
Z
,
S. 2
0
)

よ
う
な
生
起

と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
節
で
わ
れ
わ
れ
は
、
『
存
在
と
時
間
』
で
言
わ
れ
る
「
世
界

の
歴
史
」
、
お
よ
び
現
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
そ
の
前
に
わ

れ
わ
れ
は
再
び
、
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
試
験
講
義
に
立
ち
帰
り
、
年
代

学
が
扱
う
歴
史
の
時
間
、
す
な
わ
ち
歴
史
年
号
の
時
間
性
格
を
簡
単
に
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
を
認
識
す

る
際
、
年
代
学
的
(
C
百
onologisch)
な
時
間
表
象
に
頼
る
の
が
常
で
あ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
間
表
象
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
歴
史
性
を
理
解

す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
現
存
在
の
時
間
性
と
い

う
現
象
を
、
通
俗
的
「
時
間
」
概
念
か
ら
理
解
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
よ

四
ー
一
、
年
代
学
的
時
間

試
験
講
義
で
は
、
歴
史
科
学
に
お
け
る
時
間
概
念
に
固
有
の
構
造
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
う
え
で
、
年
代
学
は
わ
ず
か
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
に

す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
位
岡
づ
け
は
曖
昧
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ

わ
れ
が
既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
講
義
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
数

系
列
で
表
現
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
理
学
的
時
間
の
性
格
と
見
な

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
時
間
は
、
本

来
「
数
学
的
に
―
つ
の
系
列

(Reihe)
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
で

、
、
、

き
な
い
」

(
G
A
l
,
S. 4
3
1
)

と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

量
的
規
定
を
可
能
に
す
る
時
間
（
物
理
学
的
時
間
）
と
、
質
的
連
関
を
可

能
に
す
る
時
間
（
歴
史
の
時
間
）
と
い
う
分
け
方
を
す
る
と
き
、
歴
史
年

号
の
規
定
に
携
わ
る
年
代
学
の
位
置
づ
け
が
曖
昧
に
な
る
の
は
、
当
然
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
点
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
結
論

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
歴
史
科
学
の
補
助
学
で
あ
る
ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ

な
年
代
学
は
、
[
…
…
]
た
だ
、
時
間
計
算
の
開
始

(
B
e
g
i
n
n
d
e
r
 Zeit ,
 

r
e
c
h
n
§
g
)
と
い
う
観
点
の
も
と
で
の
み
、
ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
時
間

概
念
の
理
論
に
と
っ
て
有
意
味
で
あ
る
」
、
と

(
G
A
l
,
S
.
 4
3
2
)

。
ど
こ
か

ら
勘
定
を
開
始
す
る
か
を
制
定
す
る

(festsetzen)
仕
方
が
、
歴
史
年
号

を
質
的
に
決
定
し
て
い
る
、
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
G
A
l
,
S. 4
3
3
)

。

以
上
が
試
験
講
義
に
お
け
る
年
代
学
の
捉
え
方
で
あ
り
、
『
存
在
と
時

こ。
r

”ヽ

、つ
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な
も
の
な
の
か
。

る
。
そ
れ
で
は

間
』
で
も
、
こ
の
部
分
が
、
「
年
代
学
的
時
間
と
『
歴
史
年
号
』
を
解
釈
す

る
最
初
の
試
み
」
(
S
Z
,
S
.
 
418 F
u
B
n
o
t
e
)
と
し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
確
か
に
年
代
学
的
時

間
（
例
え
ば
西
暦
何
年
）
は
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
よ
う
な
有
意

味
な
出
来
事
を
起
点
と
し
て
勘
定
が
開
始
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
差
し
当
た

り
大
抵
わ
れ
わ
れ
に
は
、
開
始
点
の
出
来
事
そ
の
も
の
は
大
し
て
意
味
を

も
た
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ほ
ん
の
最
近
の
大
事
件
で
さ
え
、
わ

れ
わ
れ
の
間
で
は
、
す
ぐ
に
風
化
し
て
ゆ
く
の
が
常
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
歴
史
の
年
号
は
、
差
し
当
た
り
大
抵
た
だ
の
便
宜
的

(
8
)
 

な
記
号
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
の
「
世
界
史
」
と

は
、
そ
の
よ
う
な
年
号
の
羅
列
の
も
と
に
書
き
込
ま
れ
た
過
去
の
出
米
事

の
集
積
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四
ー
ニ
、
世
界
の
ー
歴
史
（
W
e
l
t
-
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)

し
か
し
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
言
う
「
世
界
の
歴
史
」

は
、
「
世
界
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
も
「
歴
史
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て

も
、
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
「
世
界
史
」
の
概
念
と
は
全
く
異
な
っ
て
い

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
世
界
の
歴
史
」
と
は
ど
の
よ
う

世
界
時
間
の
と
こ
ろ
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
世
界
の
歴
史
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
い
て
二
義
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
現
象
に
は
、
現
存
在
と

、
、
、
、
、
、
、

の
本
質
的
統
一
に
お
い
て
世
界
が
生
起
す
る
、
と
い
う
側
面
と
、
そ
の
世

第
二
節
で
既
に
触
れ
た
よ
う
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
現
存
在
が

界
の
内
部
で
存
在
者
が
生
起
す
る
、
と
い
う
側
面
と
が
含
ま
れ
る

(
S
Z
,

S
.
 3
8
9
)

。
こ
の
こ
と
は
、
周
囲
世
界
分
析
の
際
、
世
界
（
有
意
味
性
）
の

開
示
が
道
具
を
道
具
と
し
て
出
会
わ
せ
る
、
と
解
さ
れ
た
こ
と
の
帰
結
で

あ
る
と
言
え
る
。

意
味
で
の
世
界
の
歴
史
を
、
歴
史
科
学
に
先
立
つ
も
の
と
見
な
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
世
界
の
歴
史
的
な
も
の
は
、
歴
史
科

学
に
よ
る
客
観
化
に
基
づ
い
て
初
め
て
歴
史
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
世
界
内
部
で
出
会
わ
れ
つ
つ
、
自
ら
に
即
し
て
そ
れ
で
あ
る
と
こ

ろ
の
存
在
者
と
し
て
、
歴
史
的
な
の
で
あ
る
」
(
S
Z
,
S
.
 3
8
1
)

、
あ
る
い
は
、

「
歴
史
科
学
の
対
象
が
道
具
と
い
う
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
る
の
は
た

だ
、
道
具
が
そ
れ
自
身
に
即
し
て
何
ら
か
の
仕
方
で
歴
史
的
で
あ
る
た
め

で
あ
る
」

(
S
Z
,
S
.
 3
8
0
)

。

し
か
し
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
歴
史
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
。
そ
の
答
え
は
世
界
の
歴
史
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
（
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

世
界
時
間
か
ら
、
ま
し
て
通
俗
的
「
時
間
」
概
念
か
ら
、
現
存
在
の
時
間

性
が
導
出
さ
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
）
む
し
ろ
「
現
存
在
こ
そ
が
、
第

一
次
的
に
歴
史
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
S
Z
,
S
.
 3
8
1
)

。

四
ー
三
、
現
存
在
の
歴
史
性

歴
史
的
で
あ
る
と
は
、
現
存
在
が
「
脱
自
的
—
地
平
的

(
e
k
s
t
a
t
s
i
c
h
-

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
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horizontal)
時
間
性
に
基
づ
き
、
己
の
既
在

(
G
e
w
e
s
e
号
eit)
に
お
い

て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」

(
S
Z
,
S
.
 3
9
3
)

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
脱
自
的
—
地
平
的
時
間
性
は
、
到

来
か
ら
時
熟
す
る
と
見
な
さ
れ
、
ま
た
、
本
来
的
に
歴
史
的
な
現
存
在
に

お
い
て
、
到
来
の
地
平
は
（
予
期
で
は
な
く
）
先
駆
と
い
う
様
態
を
も
つ

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

「
死
へ
と
関
わ
る
本
米
的
存
在
、
す
な
わ
ち
時
間
性
の
有
限
性
が
、
現
存

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

在
の
歴
史
性
の
隠
れ
た
根
拠
で
あ
る
」

(
S
Z
,
S
.
 3
8
6
)

。
つ
ま
り
、
現
存
在

が
己
の
既
在
に
対
し
て
開
か
れ
る
た
め
の
、
す
な
わ
ち
、
「
既
在
の
実
存
可

能
性
の
本
来
的
反
復
」

(
S
Z
,
S
.
 3
8
5
)

の
た
め
の
根
拠
は
、
己
の
死
と
い

う
存
在
可
能
性
へ
の
自
己
投
企
で
あ
る
。

、
、
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
、
死
と
い
う
存
在
可
能
性
へ
の

、
、
、

自
己
投
企
と
、
既
在
の
存
在
可
能
性
の
引
き
受
け
は
、
先
駆
的
・
反
復
的
・

、
、
、
、

瞬
間
と
い
う
本
来
的
時
間
性
（
本
来
的
歴
史
性
）
に
お
い
て
結
び
つ
く
。

こ
の
よ
う
に
し
て
現
存
在
は
、
始
ま
り
と
終
わ
り
の
間
の
伸
展
た
り
得
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
、
通
俗
的
「
時
間
」
に
属

さ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
「
今
お
よ
び
今
日
か
ら
の
『
時
間
的
』
隔
た
り
が
、
[
…
…
]
本

米
的
に
歴
史
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
は
第
一
次
的
に
構
成
的
な
意
味
を
も

た
な
い
の
は
、
こ
の
存
在
者
が
『
時
間
の
中
に
』
存
在
し
な
い
と
か
、
無

時
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
『
時
間
の

中
で
』
眼
前
に
存
在
す
る
と
か
過
ぎ
去
っ
て
い
く
と
か
や
っ
て
来
る
よ
う

こ
の
よ
う
に

゜

田
3

、つ
ヽ

歴
史
科
学
を
指
す
と
は
思
わ
れ
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
必
ず
し
も
明
言
し

な
も
の
が
、
存
在
論
的
本
質
上
、
決
し
て
そ
れ
で
は
あ
り
得
な
い
ほ
ど
に
、

根
源
的
に
時
間
的
に
、
実
存
す
る
こ
と
に
よ
る
」

(
S
Z
,
S
.
 3
8
1ー

2
)

。

し
か
し
、
こ
う
し
て
「
可
能
的
な
も
の
の
静
か
な
力
」

(
S
Z
,
S
.
 3
9
4
)
 

を
こ
と
さ
ら
に
開
示
す
る
よ
う
な
「
歴
史
科
学

(Historie)
」
と
は
、
果

た
し
て
ど
ん
な
歴
史
科
学
な
の
か
。
そ
れ
は
も
は
や
、
通
常
の
意
味
で
の

て
い
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
こ
こ
で
や
は
り
通
常
の
歴
史
科
学
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
歴
史
科
学
と
い
う
（
い
わ
ば
事
柄
上
不
適
切
な
）

名
の
も
と
で
真
に
考
え
て
い
る
の
は
、
「
そ
れ
自
身
、
歴
史
性
に
よ
っ
て
性

格
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
、
「
存
在
を
問
う
こ
と
」

(
S
Z
,
S
.
 2
0
)

以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
、
と
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
こ
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
始
ま
り
」
と
は
、
現
存
在
の
現
存
在
と
し
て
の
始
ま
り
、
す
な
わ
ち
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

存
在
と
は
何
か
と
問
う
‘
と
い
う
始
源
的
な
存
在
可
能
性
の
こ
と
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
考
え
る
の
が
む
し
ろ
適
切
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
中
期
以
降
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ

得
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
課
題
に
は
ま
た
稿
を
改
め
て
取
り
組
み
た
い
と

注
本
稿
で
は
引
用
に
際
し
、
左
に
示
す
略
号
と
、
(
G
A
の
場
合
は
巻
数
お
よ
び
）
頁
数

を
用
い
て
示
し
た
。
な
お
、
引
用
文
に
お
け
る
強
調
お
よ
び
[
]
内
の
書
き
込
み
は

す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。
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G
A
:
 M
a
r
t
i
n
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
 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
.
 

B
N
"
 M
a
r
t
i
n
 Heidegger, 
D
e
r
 Begriff der Zeit, 
M
a
x
 N
i
e
m
e
y
e
r
,
 1
9
8
9
.
 

D
J
S
:
 Dilthey-Jabrbuch 
flir 
Philosophie 
u
n
d
 
Geschichte 
d
e
r
 
Geistes-

wissenschaften, 
B
a
n
d
 8
,
 
1
9
9
2ー

9
3
.

S
Z
:
 M
a
r
t
i
n
 Heidegger, 
Sein u
n
d
 Zeit, 
M
a
x
 N
i
e
m
e
y
e
r
,
 1
9
8
6
.
 

(1)

通
称
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
の
正
式
名
は
、
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
活
動
、
お
よ
び

歴
史
的
世
界
観
を
獲
得
す
る
た
め
の
現
在
の
格
闘
」
で
あ
る
。
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
原

稿
は
失
わ
れ
て
い
る
。
）

例
え
ば
一
九
二
四
年
の
講
演
「
時
間
の
概
念
」
（
こ
れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
は
失

わ
れ
て
お
り
、
箪
記
に
基
づ
い
て
編
集
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
公
刊
さ
れ
て
い

る
）
で
も
、
「
時
間
は
現
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
(
B
N
.

S
.
 2
6
)

。

結
局
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
時
間
性
も
し
く
は
根
源
的
時
間
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は

も
は
や
時
間
と
は
い
え
ま
い
、
と
い
う
批
判
が
よ
く
な
さ
れ
る
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
自
身
そ
れ
を
承
知
し
て
い
る
。
次
の
文
を
参
照
。
「
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
こ

の
よ
う
な
根
源
的
な
意
味
に
お
け
る
到
来
、
既
在
、
現
在
の
統
一
を
、
な
お
も

時
間
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
か
別
の
も
の
で
は
な
い
の
か
0

[
だ
が
]

こ
の
問
い
は
、
今
、
そ
の
時
、
あ
の
時
、
と
い
う
こ
と
が
己
を
言
表
す
る
時
間

性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
や
否
や
、
否
定
さ
れ
得
る
」
(
G
A

2
4
,
 
S
.
 3
8
0
)

。
（
こ
こ
で
鍵
に
な
っ
て
い
る
の
は
世
界
時
間
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
）
い
わ
ゆ
る
「
時
間
」
概
念
の
出
所
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
在
り
よ
う
の
う

ち
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
命
名
は
よ
り
す
ぐ
れ
た
も
の
よ
り

生
ず
る
(
a
potiori 
fit 
d
e
n
o
m
i
n
a
t
i
o
)
と
い
う
命
題
に
従
っ
て
」
(
S
Z
,
S. 

3
2
9
)

、
そ
の
在
り
よ
う
を
こ
そ
根
源
的
「
時
間
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
判

断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
現
存
在
の
共
生
起
と
し
て
の
「
民
族
共
同
体
の
生
起
」
(
S
Z
,
S. 3
8
4
)
 

が
い
か
な
る
事
態
を
指
す
か
と
い
う
問
題
に
、
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
二
四
年
の
講
演
「
時
間
の
概
念
」
や
カ
ッ
セ
ル
講
演
（
一

九
二
五
）
で
も
、
そ
し
て
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
も
、
「
世
代
(
G
e
n
e
r
a
t
i
o
n
)
」

と
い
う
概
念
を
し
ば
し
ば
用
い
る
が
、
そ
の
出
所
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る

5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
 

(
9
)
 

8
 

(
7
)
 

(
6
)
 

(Vgl• 

D
J
S
 ̀

 
S. 1
7
5
)

。

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
そ
の
相
違
を
強
く
意
識
し
て
い
る
(
V
g
l
.
S
Z
,
 
S. 1
8
,
 

S. 

3
3
3
,
 
S. 3
2ー

3

F
u
B
n
o
t
e
)
。

現
前
化
と
は
あ
く
ま
で
現
存
在
自
身
の
時
間
性
の
一
地
平
で
あ
る
が
、
現
存
在

の
時
間
性
は
た
と
え
非
本
来
的
な
仕
方
で
あ
れ
あ
く
ま
で
三
つ
の
脱
自
態
の

統
一
と
し
て
時
熟
す
る
の
で
、
指
針
の
現
前
化
は
予
期
(
G
e
w
a
r
t
i
g
e
n
)
と
記

憶

(Behal
t
e
n
)
を
伴
う
。
（
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
現
象
を
、
時
間
に
つ

い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
有
名
な
定
義
（
『
自
然
学
』
第
四
巻
第
十
一
章
ニ
―

九
b
一
以
下
）
の
由
来
と
見
な
す
。
）

例
え
ば
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
「
あ
た
か
も
祭
り
の
日
に
…
…
」
の
解
釈
で
は
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
『
歴
史
の
年
号
』
は
‘
[
代
々
]
渡
さ
れ
て
来
た
習

歩
紐
で
あ
り
、
人
間
の
計
算
は
諸
々
の
出
来
事
(
B
e
g
e
b
e
n
h
e
i
t
e
n
)
を
そ
れ
を

頼
り
に
並
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
諸
々
の
出
来
事
は
常
に
た
だ
ゲ
シ
ヒ
テ
の
前

景
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
探
索
（
ヒ
ス
ト
レ
イ
ン
）
に
は
た
だ
そ
の
よ
う
な
前

景
の
み
が
接
近
可
能
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
『
ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ
な
も
の
』
は

決
し
て
ゲ
シ
ヒ
テ
自
身
で
は
な
い
。
ゲ
シ
ヒ
テ
は
稀
有
で
あ
る
。
ゲ
シ
ヒ
テ
は

た
だ
、
真
理
の
本
質
が
そ
の
つ
ど
始
源
的
に
決
定
さ
れ
る
と
き
に
の
み
あ
る
」

(
G
A
4
,
 S
.
 7
6
)

。

例
え
ば
一
九
二
五
年
の
講
義
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
反
復
」
と
い
う
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、

で
、
も
っ
ぱ
ら
存
在
の
問
い
の
反
復
を
考
え
て
い
る
(
G
A
Z
O
`
 
S
.
 1
8
7
f
.
)

。
か

つ
て
の
現
存
在
（
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
）
が
開
い
た
存
在
可
能
性
、
つ
ま
り
存
在

を
問
う
と
い
う
可
能
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
今
こ
そ
反
復
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
反
復
は
伝
統
主
義
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
伝
統
に
批
判
的
で
な
け
れ
ば
、
真
の
反
復
は
で
き
な
い
と
い
う
。

（
ど
い
り
よ
哲
学
哲
学
史
）
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