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初
期
ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
け
る
歴
史
的
生
に
つ
い
て
の
試
論

入

谷

秀

問
題
設
定
1

i
歴
史
的
生
を
巡
る
両
義
性
に
つ
い
て

一
九
一
九
年
の
戦
時
緊
急
学
期
に
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
!
の
最
初
の
講
義
『
哲
学
の
理
念
と
世
界
観
問
題
』
の
冒
頭
近
く
で
彼
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
哲
学
の
真
の
歴
史

5
2の
E
n
v
Z
)
は
そ
も
そ
も
、
そ
れ
自
体
が
真
の
哲
学
の
う
ち
で
生
き
て
い
る
歴
史
的

(2) 

(
E
m
gユ
RY)
な
意
識
に
と
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
。
」
(
の
〉
思
¥
日
い
出
)
逆
に
言
え
ば
真
の
哲
学
の
在
り
ょ
う
|
無
論
こ
こ
で
は

未
だ
極
め
て
漠
然
と
し
た
も
の
だ
が
ー
ー
は
「
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
で
あ
る
生
」
公
正
仏
・
)
に
お
い
て
の
み
展
開
さ
れ
る
、

と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

が
、
こ
れ
は
例
え
ば
、
自
身
が
有
限
的
存
在
で
あ
る
個
々
人
の
生
の
在
り
ょ
う
、
或
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
特
有
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
や
「
世
界
観
」

へ
と
、
哲
学
の
営
み
を
相
対
化
し
て
捉
え
て
事
足
れ
り
と
す
る
よ
う
な
試
み
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(
〈
也

-CKFEM-ω
∞
・
)
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は

ハ
イ
デ
ガ

l
が
「
事
実
(
叶
包

gso)
が
ま
る
で
道
端
の
石
を
見
つ
け
る
よ
う
な
仕

方
で
見
つ
か
る
と
思
っ
て
い
る
」
(
の
〉
包
¥
可
い
出
)
よ
う
な
「
「
経
験
」
自
慢
の
史
実
学
者
」
(
円
σ
E・
)
を
批
判
す
る
際
に
は
っ
き
り

31 

と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
化
や
成
果
、
業
績
や
資
料
(
冨
件
。
ユ
色
)
と
い
う
形
で
歴
史
的
事
実
を
対
象
化
し
、
多
種
多
様
な
仕
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方
で
類
型
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
彼
が
「
自
我
の
脱
歴
史
化
(
肘
再
問
。

R
庄の
F
E
n
F
E
m
)
」
(
〈
巴
・
の
〉
思
¥
日
戸
∞

-Ng・)
と

表
現
す
る
よ
う
に
、
個
人
は
そ
の
歴
史
的
状
況
訪
日

E
E
Zロ)
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
自
ら
を
直
接
的
に
捉
え
る
た
め
の
原
理
的
な
道

を
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
実
証
的
学
聞
が
提
供
す
る
こ
う
し
た
「
歴
史
と
い
う
手
堅
い
現
実
」
(
の
〉
思
¥
日
い
呂
町
)
の
誘

惑
ー
ー
或
い
は
抑
圧
|
|
に
対
抗
し
つ
つ
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
他
方
で
生
の
持
つ
直
接
的
な
体
験
領
域
自
己
与
区
部
℃

E
E
)
の
並
問
一
通

的
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
把
握
の
う
ち
に
、

生
に
と
っ
て
本
質
的
な
歴
史
性
を
模
索
す
る
こ
と
|
|
歴
史
概
念
に
対
す
る
初
期
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
姿
勢
の
う
ち
に
は
こ
う
し
た
、
否
定
的
で
も
あ
り
肯
定
的
で
も
あ
る
よ
う
な
相
反
し
た
評
価
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、

歴
史
嫌
い
の
歴
史
意
識
、
歴
史
学
的
で
な
い
歴
史
的
生
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
両
義
性
に
よ
っ
て
生
概
念
を
捉
え
よ
う
と
す
る

ハ
イ
デ
ガ

i
の
意
図
の
表
れ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
特
徴
づ
け
が
抱
え
て
い
る
構
造
的
な
矛
盾
を
無
視
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
こ
と
に
こ
の
矛
盾
が
単
な
る
論
理
的
誤
謬
で
は
な
く
、

む
し
ろ
彼
が
捉
え
よ
う
と
す
る
生
の
本
質
そ
の
も
の
を
形
成

し
て
い
る
の
な
ら
ば
尚
更
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
ハ
イ
デ
ガ
l
は
歴
史
的
生
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、

い
か
な
る
意
味
内
容
を
考
え
て

い
る
の
か
。

既
に
右
の
言
述
に
お
い
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
矛
盾
は
、
有
限
的
で
歴
史
的
な
生
の
経
験
的
側
面
と
、
そ
れ
を
捉
え
る

方
法
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
要
請
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
普
遍
性
と
が
い
か
に
結
び
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
古
典
的
な
対
立
図
式
に
も
関

係
し
て
い
る

(〈
mu・0
〉

g
h・
s・
)
。
そ
し
て
問
題
で
あ
る
の
は
、
後
者
で
言
わ
れ
る
普
遍
性
が
ハ
イ
デ
ガ
!
の
場
合
、
決
し
て
何
ら

か
の
超
歴
史
的
、
普
遍
妥
当
的
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
白
身
が
特
定
の
歴
史
的
状
況
下
に
置
か
れ
た
生
の
有
限
的
地
平
の
う
ち
に

位
置
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
以
下
に
お
い
て
先
ず
、
歴
史
概
念
に
ま
つ

わ
る
ハ
イ
デ
ガ
l
の
問
題
意
識
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
現
れ
て
き
た
か
と
い
う
発
生
的
な
場
面
を
追
跡
す
る
が
、
考
察
の
主
要
な
焦
点



は
や
は
り
こ
の
「
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
」
を
彼
が
い
か
に
扱
う
こ
と
に
な
る
か
、
ー
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
。

生
の
テ
ク
ス
ト
性

初期ハイデYゲーにおける歴史的生についての試論

ハ
イ
デ
ガ
l
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
歴
史
学
的
資
料
や
文
化
的
所
産
が
与
え
る
「
鏡
舌
さ
」
を
批
判
し
つ
つ
、
或
い
は
こ
れ
を
か

い
く
ぐ
る
形
で
生
の
、
言
わ
ば
壬
ノ
言
わ
ぬ
裸
の
事
実
性
に
肉
薄
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
一
応
は
規
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
彼

は
述
べ
る
。
「
「
時
代
」
が
つ
く
ら
れ
て
ゆ
く
の
は
、
短
絡
的
な
文
化
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
騒
々
し
さ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
生
き

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
」
(
の
〉
忠
¥
ミ
い
己
歴
史
学
的
で
は
な
い
歴
史
的
生
、
文
化
的
粉
飾
を
帯
び
て
な
い
生
活
状
況
と
は

一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
歴
史
に
、
或
い
は
生
に
ま
つ
わ
る
こ
う
し
た
両
義
性
は
い
か
に
捉
え
ら
れ
、

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の

、か

「
ま
さ
に
生
き
る
こ
と

(ロ
R
T
Mぴ
g)」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ

l
の
言
述
は
、
生
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
お
け
る
事
柄

G
R
Z
)

へ
と
注
目
す
る
こ
と
、

上
の
「
何
で
あ
る
か

(当

g)」
よ
り
も
、

そ
う
し
た
状
況
を
生
き
る
こ
と
の
「
い
か
に
(
当
日
ぬ
こ

つ
ま
り
生

の
実
践
そ
の
も
の
へ
と
直
接
的
に
向
き
合
う
こ
と
を
促
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
は
い
え
こ
れ
が
例
え
ば
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の

生
l
l
生
活
・
生
存
|
|
へ
と
真
撃
に
向
き
合
う
と
い
っ
た
要
請
を
意
味
し
て
い
る
に
せ
よ
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
に

等
し
い
し
、
あ
ま
り
に
形
式
的
過
ぎ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
人
が
否
応
為
し
に
関
与
せ
ざ
る
を
得
な
い

「
事
柄
」
と
切
り
離
さ
れ
た
上
で

の
生
の
実
践
な
ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
を
拘
束
す
る
歴
史
的
状
況
、
例
え
ば
仮
に
こ
れ
を
コ
ン
テ
ク

ス
ト
(
文
脈
)
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
言
わ
ば
透
明
な
「
裸
の
事
実
性
」
と
い

33 

っ
た
も
の
が
在
り
う
る
の
か
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
獲
得
さ
れ
る
べ
き
事
実
性
は
、
あ
た
か
も
即
自
的
な
仕
方
で
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存
立
す
る
よ
う
な
理
想
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
個
々
人
が
そ
の
文
化
的
、
歴
史
的
諸
相
の
う
ち
に
陥

っ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
伝
統
的
な
意
味
連
関
の
う
ち
か
ら
絶
え
ず
見
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ占
g
nノ

生
の
「
知
何
に
」
は
生
が
置
か
れ
た
状
況
的
な
「
何
で
あ
る
か
」
と
対
比
さ
れ
、
別
々
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
後
者
と
の

絡
み
合
い
の
う
ち
で
前
者
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

が
、
こ
の
場
合
我
々
は
、
こ
れ
ら
が
互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
前
者
つ
ま
り
所
与
と
し
て
の
具
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
両
義
的
な
価
値
を
帯
び
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
以
下
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
諸
々
の
事
柄
や
そ
の
歴
史
的
所
与
性
と
い
う
も
の

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
か
に
規
定
し
て
い
る
か
追
跡
し
て
み
よ
う
。

一一
一
l

一
塵
史
的
所
与

i
|
出
発
点
と
し
て
の

具
体
的
な
取
り
掛
か
り
と
し
て
、
ま
た
後
々
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
テ
l
マ
と
し
て
普
遍
、
或
い
は
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
っ
た
伝
統
的

概
念
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
当
時
の
新
カ
ン
ト
派
の
主
張
で
も
あ
る
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ガ
l
も
ま
た
哲
学
が
「
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
究
極

的
、
普
遍
的
か
つ
普
遍
妥
当
的
な
こ
と
」
(
の
〉
包
¥
勾
加
・
∞
)

の
獲
得
と
い
う
理
念
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
し
な
い
わ
け

が
、
他
方
で
ま
さ
に
こ
の
地
点
に
お
い
て
新
カ
ン
ト
派
と
ハ
イ
デ
ガ
!
と
の
相
違
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
彼
は
こ
こ

で
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
文
化
的
価
値
や
世
界
観
が
導
出
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
絶
対
的
な
妥
当
性
へ
の
還
元
と
い
う
新
カ
ン
ト
派
的
な

で
は
な
い
。

発
想
を
問
題
に
す
る
。
認
識
と
い
う
心
理
的
領
域
の
う
ち
に
普
遍
的
な
公
理
を
求
め
る
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
、
或
い
は
特
に
リ
ッ
ケ
ル

ト
の
議
論
を
彼
は
追
跡
し
て
い
る
。
「
規
範
法
則
は
|
|
普
遍
妥
当
性
と
い
う
1

1

目
的
に
照
ら
し
て
、
思
考
の
目
的
に
よ
っ
て
前
も

っ
て
定
め
ら
れ
た
必
然
的
事
項
と
し
て
選
択
さ
れ
る
。
真
理
と
い
う
テ
ロ
ス
が
考
慮
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
規
範
は
必
然
的
で
あ
る
。
」



(
の
〉
印
。
¥
印
叶
い
自
)
こ
う
し
た
目
的
論
的
発
想
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
事
象
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、

む
し

ろ
そ
れ
が
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
「
当
為
」

へ
と
向
け
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
、
言
わ
ば
感
覚
的
な
セ
ン
ス
・
デ
i
タ
か
ら
概
念
的
に

高
度
に
客
観
化
さ
れ
た
知
性
へ
と
、
認
識
主
体
が
再
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
表
象
|
|
先
入
見
ー
ー
を
伴
っ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ

初期ノ、イデガーにおける歴史的生についての試論

こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
以
来
の
ド
イ
ツ
観
念
論
的
な
汎
論
理
主
義
を
読
む
の
で
あ
る

(
〈
巴
・
の
〉
包
¥
可
w
m
T
自
民
・
)
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば

こ
の
目
的
論
的
発
想
の
う
ち
に
は
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
べ
し
と
い
う
先
入
見
が
合
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
先
入
見
の
内
容
は
一
定

の
歴
史
的
な
諸
連
関
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
先
ず
こ
う
し
た
連
関
に
よ
っ
て
「
動
機
づ
け
ら
れ
た

(目。昨日
Aio
ユ)」

|
|
こ
の
時
期
に
ハ
イ
デ
ガ

l
が
多
用
す
る
用
語
で
あ
る
1

1

心
理
的
な
体
験
領
域
が
際
立
た
せ
ら
れ
、
見
て
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
既
に
解
決
済
み
な
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
た
問
題
系
に
よ
っ
て
極
度
な
負
荷
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
」
(
の
〉
包
¥
日
い
巴
)
一
こ

の
目
的
論
の
前
提
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
、
こ
う
し
た
解
釈
学
的
発
想
は
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
新
カ
ン
ト
派
的
発
想
の
欠
陥
を
指
摘

し
目
的
論
の
歴
史
に
つ
い
て
の
復
習
を
行
う
だ
け
の
副
次
的
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
き
守
つ
。
「
真
に
思
考
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
要
請
を
充
た
す
た
め
に
、
私
が
思
考
の
理
想
を
そ
の
つ
ど
明
確
に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

こ
の
こ
と
は
、
経
験
が
そ
う
示
す
よ
う
に
、
必
ず
し
も
明
ら
か
な
こ
と
で
は
な
い
。
」
(
の
k
r
g
¥
印戸

ω・
色
)
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。

彼
が
言
、
つ
に
は
、
我
々
は
何
ら
か
の
超
越
的
理
念
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
つ
つ
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
の
白
紙
状
態
か
ら
理
性
の
客
観
的
存
立

へ
向
か
っ
て
、
弁
証
法
的
に
自
己
を
再
構
成
し
て
い
く
よ
う
な
手
続
き
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、
出
発
点
と
さ
れ
る
事
実
的
で
経
験
的
な
生
の
体
験
領
域
そ
の
も
の
が
、
歴
史
的
、
精
神
史
的
な
意
味
連
関
に
よ
る
理
論
的

(
3
)
 

負
荷
を
背
負
い
つ
つ
、
初
め
か
ら
一
定
の
学
問
的
な
先
入
見
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
体
験
の
多
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事

、

ノ
¥
・
刀

と
り
わ
け
周
囲
世
界
体
験
の
大
変
多
く
の
も
の
が
、
前
提
に
よ
る
負
荷
を
多
大
に
担
っ
て
い
る
。
」
(
の
〉
忠
治
ご
山
・

3
)
我
々

は
こ
こ
に
、
歴
史
的
前
提
と
し
て
の
伝
統
と
い
う
も
の
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
l
の
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま

り
こ
こ
で
は
、
「
前
提
に
よ
る
負
荷
」
は
生
に
と
っ
て
は
不
可
避
で
あ
り
、
或
る
意
味
で
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
生
が
そ
こ
か
ら
生
い
立
っ
て
き
た
歴
史
的
、
状
況
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
煩
雑
な
も
の
と
し
て
無
視
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
反

対
に
そ
れ
は
、
不
可
避
な
形
で
課
せ
ら
れ
た
前
提
、
益
々
問
う
べ
き
課
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
右

で
述
べ
た
新
カ
ン
ト
派
的
な
文
脈
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
ど
う
映
っ
た
か
。

-
Z
I
-
-

伝
統
に
た
い
す
る
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ツ

生
が
そ
こ
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
状
況
連
関
、
周
囲
世
界
体
験
の
意
味
地
平
は
、
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
理
論
的
前
提
、
こ
の

場
合
で
き

例
え
ば
ハ
イ
デ
ガ

l
が
ナ
ト
ル
ブ
が
そ
う
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
(
ぐ
E
h〉
忠
治
ど
ご
ミ
民
・
)
、
客
観
性
と
い
、
フ
統
制
的
理
念
に

よ
っ
て
生
が
逆
照
射
さ
れ
て
い
る
限
り
、

生
が
或
る
「
・
:
べ
し
」
と
い
う
具
合
に
汎
論
理
的
に
解
釈
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
態

が
、
学
そ
の
も
の
在
り
ょ
う
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
意
味
し
て
い
る
。
事
態
を
さ
ら
に
図
式
化
し
て
い
う
な
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
分
析
の
出
発
点
と
し
て
の
生
の
歴
史
性
は
、
言
わ
ば
学
問
的
に
肉
付
け
さ
れ
た
そ
の
歴
史
学
的
伝
承
に
よ

っ
て
い
ち
じ
る
し
く
客
観
化
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
或
る
意
味
で
は
、
生
が
そ
の
直
接
性
か
ら
疎
外
さ
れ
た
形
態
を
物
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
理
論
的
態
度
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
、
周
囲
世
界
体
験
を
破
壊
す
る
こ
と
と
し
て
の
み
可
能
な
態
度
な
の
で

あ
る
。
」
(
の
〉
思
¥ω
ご
言
問
)
彼
は
こ
う
し
た
生
の
学
問
的
な
対
象
化
を
「
隔

l
生

日

E
l
}
S
E∞
)
」
と
呼
ぶ

(〈
m阿戸
(
U
K戸
旬
。
¥
切
戸
間



可
R)
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
隔
l

生
そ
の
も
の
も
ま
た
、

生
の
前
学
問
的
な
領
域
か
ら
生
い
立
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
結
局
の

と
こ
ろ
理
論
的
/
前
理
論
的
、
或
い
は
学
問
的
/
前
学
問
的
と
い
う
区
分
を
引
く
こ
と
自
体
が
方
法
的
に
困
難
で
あ
る
、

と
い
、
つ
こ
と

初期ハイデガーにおける歴史的生についての試論

に
も
な
る
が
。
要
す
る
に
哲
学
は
決
し
て
、
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
根
本
的
理
念
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
(
〈
包
・

の
〉
思
¥
勾
M
・5
R
)
。
「
環
世
界
体
験
は
前
提
を
置
く
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
符
丁
を
貼
ら

れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
し
か
し
、
ま
た
無
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
」
(
の
〉
忠
治
戸
∞
・

2
)

従
っ
て
こ
こ
か
ら
は
、
互
い
に
不
可
分
で
あ
る
よ
う
な
二
重
の
|
|
二
つ
の
、
で
は
な
く
|
|
課
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

ぅ
。
す
な
わ
ち
生
が
そ
う
し
た
制
度
的
な
解
釈
地
平
に
事
実
と
し
て
在
る
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、
な
お
か
っ
そ
う
し
た
地
平
を
解
体

し
て
ゆ
く
よ
う
な
動
機
づ
け
を
、
当
該
の
地
平
そ
れ
自
身
の
う
ち
か
ら
ー
ー
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
の
意
味
連
関
自
体
が
、
動
機
づ
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
生
の
相
貌
を
持
つ
か
ら
|
|
析
出
す
る
、

と
い
う
課
題
で
あ
る
。
別
の
箇
所
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
l
は
一
九
二

一
年
の
ヤ
ス
パ

l
ス
書
評
に
お
い
て
、
各
人
が
置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
の
持
つ
根
本
的
動
機
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
、
す
な
わ

ち
各
人
は
、
事
柄
に
つ
い
て
の
一
定
の
先
把
握
と
い
う
前
提
の
直
接
性
の
う
ち
に
あ
る
が
、
同
時
に
彼
は
、
常
に
そ
の
状
況
の
見
誤
り

へ
と
額
落
し
て
い
る
守
ゆ
え
包
ぽ
ロ
)

と

(〈
myckrタ
ω・
印
・
)
。
状
況
の
も
っ
こ
う
し
た
正
負
の
両
義
性
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
状
況
が
合
意
し
て
い
る
意
味
連
関
へ
と
関
わ
る
こ
と
そ
の
も
の
が
生
の
在
り
ょ
う

を
方
向
づ
け
る
が
故
に
、
意
味
連
関
は
|
|
生
に
無
関
与
な
仕
方
で
実
体
的
に
設
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く

!
l
以
下
の
よ
う
な
二
重
の

仕
方
で
聞
い
に
値
す
る
も
の
と
し
て
生
自
身
へ
と
切
迫
し
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。

つ
ま
り
連
関
は
、
事
実
的
な
生
が
「
・
:
べ
し
」
化
さ

37 

れ
理
論
化
さ
れ
、
隔
生
へ
と
顔
落
す
る
ま
さ
に
そ
の
「
起
源
」
な
い
し
は
根
拠
で
あ
る
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
な
が
ら
も
、
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同
時
に
そ
れ
は
、

そ
れ
自
身
が
理
論
的
、
学
問
的
な
相
貌
を
持
ち
、
何
ら
か
の
「
・
:
べ
し
」
的
な
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
な
生
が
、
再
び
そ
こ
へ
と
回
帰
し
て
ゆ
く
よ
う
な
積
極
的
な
地
平
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と

一一
一
l

三

普
遍
妥
当
性
か
ら
根
源
性
へ

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
次
の
よ
う
な
洞
察
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
伝
統
と
い
う
も
の
が
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
ハ
イ

デ
ガ
!
に
と
っ
て
正
負
い
ず
れ
の
価
値
も
含
ん
だ
両
義
的
特
徴
の
う
ち
に
見
て
と
ら
れ
る
以
上
、
彼
が
目
指
す
の
は
、
歴
史
的
に
伝
承

さ
れ
て
き
た
様
々
な
諸
概
念
や
権
威
的
な
先
入
見
と
い
っ
た
「
前
提
に
よ
る
負
荷
を
多
大
に
担
っ
て
い
る
」
(
の
〉
包
¥
印
叶
h
山
・
ゴ
)
生
活

体
験
の
意
味
連
関
を
回
避
し
、
こ
れ
と
は
別
の
場
面
に
あ
た
か
も
無
色
透
明
な
事
実
性
を
思
い
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し

た
連
関
を
批
判
的
に
自
覚
し
つ
つ
我
が
も
の
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
仕
方
で
、
意
味
の
自
明
性
を
逆
説
的
に
解
体
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
喰
え
て
み
れ
ば
理
念
的
な
目
標
と
し
て
の
事
実
性
へ
と
不
断
に
肉
薄
し
て
ゆ
く
よ
う
な
営
み
を
模
索
す
る
こ
と

で
あ
る
、

と
。
事
実
性
そ
れ
自
体
が
即
自
的
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
な
い
以
上
、
こ
う
し
た
仕
方
で
言
わ
ば
「
近
似
値
」
を
目
指
す
よ
う

な
方
法
論
が
考
え
ら
れ
て
く
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
従
っ
て
例
、
え
ば
こ
こ
で
「
並
戸
遍
性
」
が
話
題
に
な
る
場
合
に
も
、
そ
れ
は
、

あ
ら
ゆ
る
生
に
普
遍
妥
当
的
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
価
値
基
準
の
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
の
体
験
領
域

に
「
い
か
に
」
根
源
的
に
接
近
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
方
法
論
上
の
問
題
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
る
。
「
こ
と
ば
の

意
味
で
の
普
遍
性
は
、
第
一
義
的
に
は
、
あ
る
原
初
的
な

(
O

ユm州
古
川
町
)
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
体
験
さ
れ
た
体
験
の
世
界

的
な
あ
り
よ
う
と
い
う
こ
と
を
。
」
(
の
〉
忠
治
戸
ω・
口
叶
)
こ
こ
で
は
「
普
遍
妥
当
性
」
で
は
な
く
む
し
ろ
、

一
定
の
歴
史
的
状
況
下
に



お
け
る
生
の
直
接
的
な
「
根
源
性
」

へ
と
、
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
の
意
味
あ
い
の
変
換
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ

る

四

歴
史
的
生
の
間
義
性
と
根
源
性

初期ハイデガーにおける歴史的生についての試論

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
は
正
負
の
諸
相
を
帯
び
た
歴
史
的
伝
統
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
諸
相
自

体
は
我
々
が
テ
l
マ
と
し
て
い
る
例
の
「
両
義
性
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
両
義
性
は
む
し
ろ
、
当
の
伝
統
と
我
々
自
身
の
と

の
「
関
係
」
に
お
け
る
、
よ
り
複
雑
な
構
造
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

再
確
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
生
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
l
の
視
点
が
、
完
全
に
言
わ
ば
ピ
ュ
ア
な
裸
の
事
実
性
と
し
て
の
そ
の
直
接

性
に
も
、
或
い
は
逆
に
完
全
に
理
論
化
さ
れ
、
学
問
的
諸
概
念
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ
れ
た
そ
の
間
接
的
現
れ
に
も
定
位
し
て
お
ら
ず
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
直
接
性
と
間
接
性
と
の
「
間
」
、
こ
の
両
者
の
不
可
分
な
中
間
領
域
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
|
|

と
い
う
よ
り
も
こ
の
「
間
」
に
在
る
こ
と
自
体
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
根
源
性
に
関
す
る
我
々
の
考
察
の
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
。

右
で
示
し
た
生
の
直
接
性
と
学
の
間
接
性
と
い
う
概
念
図
式
を
用
い
て

ハ
イ
デ
ガ
l
的
な
文
脈
を
改
め
て
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
彼

は
歴
史
的
伝
統
を
た
ん
な
る
歴
史
学
的
な
説
明
と
し
て
で
は
な
く
、
生
の
根
本
的
な
動
機
づ
け
と
い
う
心
理
学
的
側
面
に
お
い
て
読
み

(4) 

取
ろ
う
と
も
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
事
実
的
な
体
験
領
域
か
ら
言
え
ば
直
接
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
生
が
、

39 

歴
史
学
的
な
所
見
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
対
象
化
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
生
の
動
機
の
真
の
理
解
の
手
続
き
と
し
て
は
、
そ
の
直
接
性

つ
ま
り
「
ゆ
が
め
ら
れ
て
」
現
出
し
て
い
る
生
の
客
観
性
や
対
象

を
間
接
的
な
仕
方
で
現
象
た
ら
し
め
て
い
る
当
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
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性
を
解
体
す
る
と
い
う
営
み
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
生
の
直
接
性
へ
と
追
ら
ん
と
す
る
、
言
わ
ば
「
迂
遠
な
」
回
り
道
を
模
索
す
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

故
に
歴
史
的
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
絶
、
え
ず
我
々
の
直
接
的
な
在
り
ょ
う
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
し
て
現
在
時
的
、
最
も
身
近
で
あ

り
つ
づ
け
な
が
ら
も
、
同
時
に
他
方
に
お
い
て
は
我
々
の
生
を
「
隔
l

生」

へ
と
額
落
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
歴
史
学
的
、
哲
学
史
的
脈

絡
と
し
て
、
最
も
問
う
に
値
す
る
課
題
と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
、

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
も

の
は
つ
ま
り
は
、
最
も
身
近
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
な
が
ら
も
実
際
に
は
遠
い
存
在
で
あ
る
、

と
定
義
で
き
る
が
、
こ
の
近
さ
と
遠
さ
、

直
接
性
と
間
接
性
、

そ
し
て
両
者
の
隔
た
り
を
絶
え
ず
埋
め
よ
う
と
試
み
る
ま
さ
に
そ
の
運
動
予
」
そ
が
、

生
の
実
践
に
お
け
る
根
源
性

を
特
徴
づ
け
る
モ
メ
ン
ト
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ

l
が
生
の
直
接
性
を
肯
定
す
る
場
合
、
素
直

J

に
首
肯
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
む
し
ろ
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
そ
れ
は
生
の
な
ま
の
原
初
的
状
態
へ
の
素
朴
な
回
帰
で
は
決
し
て

こ
う
い
う
わ
け
で
我
々
に
し
て
み
れ
ば

あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
嫌
い
の
歴
史
意
識
と
い
う
、
最
初
に
指
摘
さ
れ
た
両
義
性
に
関
し
て
言
う
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
具
体

的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
様
々
な
歴
史
学
的
知
見
や
伝
統
的
言
説
と
、
他
方
で
こ
れ
ら
に
依
存
し
な
い
、
言
わ
ば
理
念
的
課
題
、

と
し
て
考
え
ら
れ
得
る
よ
う
な
生
自
身
の
歴
史
性
と
が
二
重
の
仕
方
で
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
重
な
り
は
今

ゃ
、
間
接
的
な
も
の
/
ん
直
接
的
な
も
の
、
最
も
身
近
に
与
え
ら
れ
た
も
の
/
疎
遠
な
も
の
と
い
う
具
合
に
、
互
い
に
ズ
レ
を
含
ん
だ
構

造
に
お
い
て
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
根
源
性
と
い
う
概
念
の
意
味
は
こ
れ
ら
双
方
が
互
い
に
対
し
て
持
つ
関
係
性
の
う
ち
に
の
み

見
出
さ
れ
る
が
故
に

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
絶
え
ず
「
遂
行
(
〈
。
=
N
Z
m
)
」
と
い
う
動
的
な
仕
方
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

同
時
期
の
ヤ
ス
パ

l
ス
書
評
の
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
根
源
性
そ
れ
自
身
を
獲
得
す
る
た
め
に
途
絶
え
る
こ
と
な
く
気
遣
い
を



遂
行
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
し
く
根
源
性
そ
れ
自
体
を
成
し
て
い
る
。
」
(
の
〉
タ

ωい
)

亙
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語
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さ
て
、
歴
史
概
念
の
二
重
の
意
味
の
探
求
か
ら
出
発
し
て
我
々
が
見
い
た
し
た
の
は
「
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
」
と
い
う
形
で
の
生
の
、

(
5
)
 

言
わ
ば
そ
の
へ

l
ゲ
ル
的
と
も
言
え
る
両
義
性
で
あ
っ
た
。
生
の
直
接
性
と
、
疎
外
化
さ
れ
た
隔
生
と
し
て
の
学
の
客
観
性
と
の
こ

う
し
た
重
な
り
は
、
歴
史
概
念
に
お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
性
に
関
し
て
言
え
ば
、
歴
史
を
見
る
視
点
と
し
て
の
生
の
あ
り
う
べ
き
姿
と
、

そ
こ
か
ら
見
ら
れ
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
実
際
の
歴
史
状
況
や
そ
の
具
体
的
内
容
と
の
間
の
不
可
分
な
関
係
性
を
も
告
げ
て
い
た
。

問
題
は
こ
の
関
係
性
の
「
不
可
分
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
が
ま
さ
に
学
へ
と
自
己
客
観
化
す
る

そ
の
契
機
、

つ
ま
り
言
葉
や
様
々
な
諸
概
念
と
し
て
与
え
ら
れ
た
伝
統
的
地
平
を
解
釈
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
て
解
釈
す
る
生
自
身
が
自

己
を
言
葉
へ
と
客
観
化
し
、
言
わ
ば
自
ら
が
歴
史
的
な
所
与
へ
と
存
立
し
て
ゆ
く
よ
う
な
弁
証
法
的
契
機
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
も
見
受
け

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
学
の
対
象
性
を
免
れ
よ
う
と
す
る
動
性
が
生
の
う
ち
に
あ
る
に

生
の
事
実
性
の
本
質
構
造
が
記
述
さ
れ
、
次
第
に
体
系
化
さ
れ
て
い
く
過
程
の
う
ち
で
は
、

も
か
か
わ
ら
ず
、

む
し
ろ
後
者
の
生
の
側

が
、
諸
事
象
に
た
い
し
て
基
礎
づ
け
を
与
え
る
よ
う
な
根
本
的
な
学
的
理
念
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
歴
史
的

事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
た
伝
統
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
い
、
こ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
が
探
求
の
出
発
点
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
こ
か
ら
析
出
さ
れ
整
理
さ
れ
、
ま
た
体
系
化
さ
れ
て
ゆ
く
哲
学
的
知
見
が
、
今
度
は
逆
に
歴
史
を
見
る
支
配
的
な
パ

l
ス
ベ
ク

テ
ィ
ブ
と
し
て
逆
照
射
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
起
す
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
最
も
極
端
な
場
合
、
生
は
も
は
や
へ

l
ゲ

41 

ル
的
な
意
味
に
お
い
て
「
精
神
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
歴
史
の
根
本
的
原
理
と
な
り
、
ま
た
歴
史
学
的
な
諸
成
果
や
対
象
は
こ
の
精
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神
が
外
化
(
〉
ロ
ロ

q
ロ
)
し
、
間
接
的
な
仕
方
で
顕
現
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
は
歴

史
主
義
の
陥
穿
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
こ
う
)
。

か
く
し
て
歴
史
の
根
拠
づ
け
を
巡
る
古
典
的
問
い
が
我
々
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
た
伝
統
の
全
体
が

そ
の
ま
ま
歴
史
の
根
拠
と
見
な
さ
れ
て
よ
い
の
か
、

そ
れ
と
も
こ
れ
を
解
釈
す
る
我
々
自
身
の
う
ち
に
、
基
礎
づ
け
を
巡
る
何
ら
か
の

意
味
基
準
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
両
方
が
一
致
す
る
よ
う
な
統
一
的
契
機
を
性
急
に
構
想
す
る
こ
と
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
互
い
の
間
の
距
離
を
注
意
深
く
見
守
ろ
う
と
す
る
態
度
の
う
ち
に
、

へ
l
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
!
と
を
分
か
つ
分
水
嶺

が
、
そ
し
て
歴
史
概
念
を
巡
る
初
期
ハ
イ
デ
ガ
!
の
ア
ン
ビ
ヴ
ア
レ
ン
ト
な
姿
勢
の
所
以
が
存
し
て
い
る
、

と
私
は
思
う
の
だ
が
。

註

ハ
イ
デ
ガ
l
の
全
集
か
ら
の
引
用
は
全
て
以
下
の
略
号
で
示
す
。

な
お
引
用
文
に
お
け
る
強
調
は
原
文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
な
っ
て
い
る
。

。
〉
由
一
一
戸
出
。
日
仏
巾
mmoFd司
o
m
B
R
w
g
h
o
g
B
g
g
m田
宮

!E・
夕
方
自
足
口
一
立
国
・
冨
・

5
弓

の
〉
日
出
¥
日
吋
一
冨
・
出
命
日
己

σ
m
m
R
N耳
切
巾
印
昨
日

5
5
5
m
仏
R
H》『日目。由。
Z
Fの巾出回
B
g
c
m阿
国
耳
切
己

-E¥司
、
門
田
口
民
ロ
ユ

ω・冨・
5
∞吋

。
〉
詔
一
一
玄
・
固
め
日
仏
巾

mm巾
円
、
宮
山
口
。

B
S。
-
。
柱
。
母
吋
〉
ロ
凹

nF白
ロ
ロ
ロ
関
口
口
円
四
号
∞
〉

5
門日
g
n
w少
の
巾

E
B
S
5阿国ぴ
mw∞仏
-
S
H
Eロ
江
口
三

ω・

Y
向
・
]
{
甲
山

wω

(
1
)
F
U
Zユ
∞
岳
と

m巾印
n
F
W
Y
E
n
F
と
い
う
、
『
存
在
と
時
間
』
で
は
明
確
に
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
両
概
念
は
こ
こ
で
は
未
だ
互
い

に
区
別
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
側
面
が
強
い
ー
ー
と
い
う
よ
り
官
民
E
n
v
E
n
y
と
い
う
形
容
詞
の
意
義
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
l
自

身
が
明
確
な
定
義
づ
け
の
意
図
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
宮
町
吉
江
田
岳
の
方
で
あ
る
。
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従
っ
て
こ
こ
で
は
必
然
的
に
暖
昧
な
ま
ま
で
、
歴
史
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
著
述
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
こ
う
し
た
事
情
は
、

ph

E
g
n
v
お
よ
び

g
g凶
n
z
w
v
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
実
際
、
生
の
特
徴
づ
け
と
し
て

P
E目
的
岳
の
方
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て

く
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
後
の
一
九
一
九
/
二

O
年
冬
学
期
講
義
『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

(
2
}

右
の
注
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

E
m
E江
田
各
と

m
g
n広
島
巴
nv
は
そ
れ
ぞ
れ
「
存
在
と
時
間
』
期
の
む
し
ろ
逆
の
用
法

に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
3
)

〈
包
・
の

krg¥印
ご
山
・
自
・
ハ
イ
デ
ガ

l
は
第
一
次
的
所
与
と
し
て
の
直
接
的
で
素
朴
な
意
識
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
理
論
的
態
度
に
媒

介
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
彼
は
意
識
は
抽
象
を
経
由
し
て
い
る
と
い
う
へ

l
ゲ
ル
的
な
発
想
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
同
年
夏
講
義
『
現
象
学
と
超
越
論
的
価
値
哲
学
』
第
一
部
「
問
題
史
的
叙
述
」
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ

l
は
表
立
っ
て

は
弁
証
法
的
発
想
を
批
判
し
つ
つ
も
、
即
且
つ
対
自
的
な
生
と
い
っ
た
へ

l
ゲ
ル
的
概
念
に
言
及
し
て
い
た
。

(4)

心
理
学
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
こ
う
。
心
理
学
或
い
は
生
物
学
へ
の
ハ
イ
デ
ガ

l
の
接
近
は
、
シ
ェ

l
ラ
ー
な
ど
の
所
諮
哲
学
的

人
間
学
の
隆
盛
と
関
連
付
け
ら
れ
改
め
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
或
い
は
何
よ
り
も
こ
こ
に
は
(
書
評
「
カ

l
ル
・
ヤ
ス
パ

l
ス

の
『
世
界
観
の
心
理
学
』
に
寄
せ
る
論
評
』
に
お
け
る
生
物
学
的
概
念
の
頻
出
に
も
見
て
と
ら
れ
る
よ
う
に
)
ヤ
ス
パ

l
ス
の
大
き
な

影
響
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
以
下
の
、
一
種
両
義
的
に
も
読
め
る
ハ
イ
デ
ガ

l
言
葉
を
引
用
す

る
に
と
ど
め
て
お
く
。
「
我
々
の
問
題
設
定
は
、
心
理
学
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
各
々
の
学
問
理
論
及
ぴ

心
理
学
も
ま
た
そ
の
下
図
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
根
源
を
追
求
す
る
。
そ
の
際
一
不
さ
れ
る
こ
と
は
、
心
理
学
は
哲
学
と

の
よ
り
近
接
し
た
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
諸
学
の
分
類
に
お
い
て
は
常
に
覆
わ
れ
た
ま
ま
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
」
(
の

krsu・∞申)

(
5
)

初
期
ハ
イ
デ
ガ

l
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
の
評
価
に
つ
い
て
は
(
ハ
イ
デ
ガ

i
の
言
述
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
も
)
賛
否
あ
る
が
、
私
は

特
に
の
〉

8
・
山
口
門
戸
で
の
へ

l
ゲ
ル
へ
の
接
近
に
注
目
し
て
い
る
。
よ
り
広
い
範
囲
に
お
け
る
へ

l
ゲ
ル
へ
の
ハ
イ
デ
ガ

l
の
視
線
の

変
遷
に
つ
い
て
は
、
平
田
裕
次
「
一
九
二
九
年
夏
学
期
講
義
に
見
る
ハ
イ
デ
ガ

l
の
自
己
批
判
」
『
紀
要
』
第
四
二
号
、
中
央
大
学
文

学
部
、
一
九
九

O
年
が
参
考
に
な
る
。

(
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
)
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jener Objektivierung und tatsächlicher Situation nähern können. 

Objektivierung oder Theoretisierung in tatsächlicher Situation, 

und die Faktizität des Lebens als das Ziel - diese bedeuten die 

Zweideutigkeit des Begriffs ,das historische Leben' und beides ist zu 

verbinden in dem Vollzug jener Destruktion, die die Ursprünglichkeit 

des Lebens ausmacht. 



45 SUMARRY 

Essay Über das historische Leben in den Gedanken des frühen 

Heidegger 

Syuichi NYUYA 

Der Begriff ,Historie' oder ,Geschichte' in den Gedanken des 

frühen Heidegger bedeutet folgendes : (l)die historische Situation, in 

der das faktische Leben sich befindet, und(2)das Symbol der Un

mittelbarkeit des Lebens selbst, das mit seiner Situation vielfältigen 

Bezug haben muss , aber zugleich diesem ständig sich zu entziehen 

sucht. Was besagt das? Was liegt inder Zweideutigkeit zwischen 1 

und 2 ? 

Man begreift das Lebenszeichen und drückt . es vorerst in 

seiner konkreten Situation in der Form des ,Gegenstand' aus_ Aber 

die Form ,Gegenstand' anzunehmen bedeutet für Heidegger die Obje

ktivierung und Theoretisierung des Lebens, die als Zerstörung des 

Erlebnisses das Leben in seiner unmittelbaren und eigentlichen Ges

talt nicht mitteilt. Leben als Gegenstand - das bestimmt die ganze 

Form der Erscheinung des historischen Zusammenhangs(l) - nennt 

Heideger ,Ent-Iebnis' und natürlich hat das für ihn nur negativen 

Sinn. 

Aber die Unmittelbarkeit des Lebens, die Heidegger sucht(2), 

ist nicht von diesem historischen Zusammehhangtrennbar. Und weil 

nach seiner Ansicht in erster Linie das Leben selbst die Tendenz zur 

Objektivierung in sich hat, gibt es nie irgendeine ,pure' unmittelbare 

Faktizität des Lebens. So ist die Unmittelbarkeit sozusagen als das 

ideale Ziel zu versuchen, dem wir uns nur mit ständiger Destruktion 




