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ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ　
　
　

山
下
善
明
＊
全
学
共
通
教
育　

教
授　

人
文
分
野

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ

―

同
一
性
の
概
念
を
橋
と
し
て―

山
下
善
明＊

　　　

古
佛
云
、「
山
是
山
、
水
是
水
」

こ
の
道
取
は
、
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ

な
）
1
（
り

一　

技
術
時
代
に
お
け
る
退
歩

　

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
（scientia

＝
科
学
）
と
西
洋
中
世
の
知
（doctrina
）

は
、
別
も
の
で
あ
る
し
、
こ
の
後
者
の
知
は
ま
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
知
（epis-

tem
e

）
と
は
別
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
科
学
の
存
立
は
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
・
思
考
、
即
ち
プ
ラ
ト
ン
以
来
〈
哲
学
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の

に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
近
代
科
学
の
知
の
画

期
的
、
変
革
的
な
性
格
を
薄
め
て
し
ま
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
こ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
科
学
の
知
の
特
質
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い

て
体
得
さ
れ
て
い
た
知
に
は
な
お
隠
さ
れ
て
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
何
も
の
か
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
何
も
の
か
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
知
と
は

別
の
も
う
一
つ
の
知
、
即
ち
近
代
科
学
を
、
招
来
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ア

的
な
る
知
と
い
う
一
段
階
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
と
こ
ろ
で
、
近
代
自
然
科
学
の
理
論
は
、〈
技
術
〉
に
道
を
つ
け
る
前
に
、
技
術

の
本
質
に
、
つ
ま
り
技
術
の
技
術
た
る
こ
と
に
、
そ
の
道
を
拓
い
た
。
技
術
の
本
質

の
由
来
は
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
代
科
学
が
そ
の
本
質
の
前
触
れ

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
）
2
（
い
。）

　

そ
れ
故
に
、
技
術
の
時
代
、
原
子
力
の
時
代
、
こ
の
今
、
本
当
は
何
が
あ
る

0

0

の
か
、

或
い
は
、
本
当
に
あ
る

0

0

の
は
何
か
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
と
き
、
そ
の
省
察
（Besin-

nung

）
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
及
び
そ
の
言
葉
と
の
対
話
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、

し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
五
三
年
の
あ
る
講
演
で
以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
上
で
、
語
を

継
ぐ
。

　

　
﹇
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
と
の
﹈
こ
の
対
話
は
、
し
か
し
未
だ
な
お
そ
の
開
始
が

待
た
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
今
に
し
て
漸
く
そ
の
た
め
の
用
意
が
整
っ
た
か

ど
う
か
、
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
話
自
身
が
、﹇
我
々
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
者
に

と
っ
て
﹈
東
ア
ジ
ア
の
世
界
と
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
対
話
の
た
め
の
前

提
條
件
で
あ
）
3
（

る
。

　　

こ
の
講
演
の
表
題
は
、“W

issenschaft und Besinnung”

（『
科
学
と
省
察
』）

で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
れ
を
『
科
学
と
廻
光
返
照
』
と
訳
し
た
い
。「
廻
光
返
照
」

と
は
、
佛
教
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、
外
に
向
か
う
心
を
内
に
向
け
て
、
自
己
の
本
来
の

と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
考
え
る
こ
と
、
で
あ
る
。「
廻
光
返
照
」
と
訳
し
た
い
と
い
う
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の
も
、
こ
の
講
演
の
中
でBesinnung

に
つ
い
て
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

　

問
わ
る
べ
き
も
の
へ
向
う
道
を
往
く
と
は
、
決
し
て
冒
険
の
旅
で
は
な
い
。

む
し
ろ
﹇
自
己
の
本
来
あ
る
と
こ
ろ
に
向
か
う
﹈
還
郷
（H

eim
kehr

）
で
あ

る
。
…
…Besinnung

と
は
、
問
わ
る
べ
き
も
の
へ
と
身
を
委
ね
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
てBesinnung

に
よ
っ
て
、
我
々
が
そ
れ
と
し
て
の
覚
え
も
な

く
既
に
長
ら
く
住
し
て
い
る
そ
の
と
こ
ろ
へ
、
到
り
着
く
の
で
あ
）
4
（
る
。

　　

因
み
に
、H

eim
kehr

の
訳
語
「
還
郷
」
は
、『
永
平
廣
録
』
の
開
巻
第
一
頁
、

宋
の
国
よ
り
「
空
手
に
て
郷
に
還
る
。
所ゆ

以え

に
一
毫
の
佛
法
無
し
」
か
ら
採
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　

一
体
、
自
ら
知
ら
ず
し
て
既
に
あ
る
、
そ
の
と
こ
ろ
へ
、
初
め
て
到
る
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
か
。
技
術
の
時
代
、
原
子
力
の
時
代
に
、
私
た
ち
が
、
自
ら
知
ら
ず
し

て
あ
る
と
こ
ろ
と
は
、
ど
こ
な
の
か
。
今
あ
る
の
は
何
か
、
何
が
今
あ
る
の
か
、
そ

の
今
に
初
め
て
到
り
着
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
一

九
五
一
年
の
あ
る
講
演
の
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　

　

人
は
原
子
爆
弾
の
炸
裂
で
起
こ
る
で
あ
ろ
う
事
態
に
目
を
注
い
で
い
る
。
し

か
し
人
は
、
そ
の
と
う
の
以
前
に
到
来
し
て
い
る
も
の
を
見
は
し
な
い
。
原
子

爆
弾
と
そ
の
炸
裂
を
最
後
の
吐
瀉
と
し
て
自
ら
の
中う
ち

か
ら
吐
き
出
し
た
当
の
も

の
、
そ
れ
は
久
し
い
以
前
よ
り
起
き
て
い
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
人
は
見
は
し

な
）
5
（
い
。

　　

或
い
は
ま
た
一
九
五
五
年
の
あ
る
講
演
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
受

賞
者
ス
タ
ン
レ
ー
の
発
言
、「
生
命
が
化
学
者
の
手
に
落
ち
る
時
は
、
も
う
間
近
で

あ
る
。
化
学
者
は
生
命
体
を
分
解
し
構
築
す
る
、
そ
し
て
変
え
る
。」
と
い
う
発
言

を
引
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

　

そ
の
よ
う
な
言
明
が
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
承
知
済
み
で
あ
る
。
そ
し
て
改
め

て
科
学
的
研
究
の
大
胆
さ
に
息
を
呑
む
。
だ
が
そ
の
際
、
人
は
何
も
考
え
な
い
。

こ
こ
で
は
技
術
と
い
う
手
段
で
生
命
と
人
間
の
本
質
へ
、
あ
る
侵
犯
が
準
備
さ

れ
て
い
て
、
こ
の
こ
と
に
比
す
れ
ば
、
水
素
爆
弾
の
爆
裂
も
些
少
の
こ
と
で
し

か
な
い
の
に
、
し
か
し
人
は
そ
の
こ
と
に
思
い
を
伸
ば
さ
な
い
。
水
素
爆
弾
が

爆
裂
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
地
上
で
人
間
が
生
き
延
び
る
間
に
ま
さ
に
、
原
子

力
時
代
で
の
、
世
界
の
あ
る
無
気
味
な
変
貌
が
迫
り
来
っ
て
い
）
6
（
る
。

　　

技
術
の
、
そ
の
あ
る

0

0

と
こ
ろ
は
、
と
う
の
前
に
到
来
し
て
い
た
。
そ
の
あ
る
と
こ

ろ
自
身
は
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
技
術
的
な
何
か
で
は
な
い
。
木
の
木
た
る
と
こ
ろ

は
、
木
の
よ
う
な
何
か
で
は
な
い
と
同
様
に
。
そ
れ
故
、
技
術
の
、
そ
の
あ
る

0

0

と
こ

ろ
を
思
惟
す
る
に
は
、
技
術
の
時
代
の
今
に
対
い
合
う
そ
の
対
置
そ
の
も
の
が
開
け

て
く
る
よ
う
に
、
一
歩
退
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
所
謂
客
観
視
す
る
立
場
に

立
っ
て
、
技
術
そ
の
も
の
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
ト
で
あ
る
と
い

う
よ
う
な
結
論
を
得
る
た
め
で
は
な
い
。―

「
一
歩
退
く
退
歩
（Schritt 

zurück

）
に
よ
る
遠
去
か
り
で
初
め
て
、
近
き
も
の
が
近
き
も
の
と
し
て
姿
を
現

わ
）
7
（

す
。」
退
歩
は
、
今
の
場
合
で
い
う
な
ら
、
技
術
的
な
も
の
に
背
を
向
け
て
、
逆

行
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
か
つ
て
の
牧
歌
的
世
界
へ
。

　
「
廻
光
返
照
の
退
歩
を
学
ぶ
べ
し
」
と
、
道
元
は
そ
の
最
初
の
著
作
『
普
勧
坐
禪

儀
』
の
冒
頭
で
書
い
て
い
る
。
ま
た
「
廻
光
返
照
の
退
歩
を
須
う
べ
し
」
と
も
。



81

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ　
　
　

山
下
善
明

二　

見
守
る
貧
し
さ
へ

　
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
存
在
の
故
郷
と
し
て
望
郷
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

ギ
リ
シ
ア
自
然
哲
学
の
世
界
を
で
き
る
だ
け
そ
の
本
来
の
姿
に
お
い
て
蘇
え
ら
）
8
（
せ
」

よ
う
と
し
た
と
、
そ
の
「
は
じ
め
に
」
に
も
「
お
わ
り
に
」
に
も
書
か
れ
て
あ
る
日

下
部
吉
信
著
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性―

初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
』
は
、
単

な
る
初
期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
で
は
な
く
、「
未
だ
な
お
そ
の
開
始
が
待
た
れ
て
い

る
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
と
の
対
話
」、
少
く
と
も
「
そ
の
た
め
の
用
意
を
整
え
る
」
も

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
と
の
対
話
が
そ
れ
で
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
と
の

対
話
の
前
提
条
件
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
次
の
よ
う
に
語

る
現
代
状
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

　

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
初
期
に
思
惟
さ
れ
た
も
の
は
、
な
お
現
在
の
我
々
に
及
ん

で
い
る
。
そ
の
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
に
も
閉
ざ
さ
れ
て
見
え
て
い
な
か
っ
た
そ
の

思
惟
自
身
の
本
質
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
現
在
の
我
々
を
待
ち
受
け
、
現
在
の

我
々
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
こ
と
な
ぞ
夢
に
も
思
え
な
い
と
こ
ろ
で

こ
そ
、
即
ち
現
代
技
術
が
支
配
し
て
い
る
そ
の
と
こ
ろ
で
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
う

な
の
で
あ
）
9
（

る
。

　　

先
の
引
用
文
に
言
わ
れ
た
、「
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
体
得
さ
れ
て
い
た
知
に

は
な
お
隠
さ
れ
て
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
何
も
の
か
」
は
、
日
下
部
氏
と
共
に
、〈
主

観
性
の
原
理
〉
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
日
下
部
氏
も
暫
く
控

え
て
た
だ
次
の
よ
う
に
言
う
。「
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
見
え
な
い
が
、
ま
た
一
般
に
西

洋
世
界
の
人
間
に
は
感
じ
と
れ
な
い
が
、
ヨ
セ
フ
ス
に
は
感
知
で
き
る
よ
う
な
要
素

が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
）
10
（
い
。」

　

そ
れ
で
は
、
西
洋
世
界
の
人
間
に
は
感
じ
と
れ
な
い
も
の
を
、
彼
ら
の
（
行
な
う

で
あ
ろ
う
）
東
ア
ジ
ア
の
世
界
と
の
対
話
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
、
む
し
ろ
東
ア
ジ
ア

の
私
た
ち
が
感
じ
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
下
部
氏
は
言
う
。「
実
際
の
と
こ
ろ
彼

﹇
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
﹈
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
多
く
の
掟
を
自
分
の
哲
学
に

変
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
」（『
ア
ピ
オ
ン
論
駁
』I-163

）
と
語
っ
て
い
る
そ
の

「
ヨ
セ
フ
ス
の
指
摘
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
で
あ
れ
、
フ
ェ
ニ
キ

ア
か
ら
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
か
ら
で
あ
れ
、
い
づ
れ
に
せ
よ
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス

と
共
に
異
質
の
原
理
が
ギ
リ
シ
ア
に
出
現
し
た
の
で
あ
）
11
（
る
。」
こ
こ
で
「
い
づ
れ
に

せ
よ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
事
な
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
よ
り
一
層
古

い
西
ア
ジ
ア
に
淵
源
を
求
め
て
、
こ
れ
を
突
き
止
め
る
こ
と
で
は
な
い
。〈
退
歩
〉

は
、
既
に
述
べ
た
如
く
逆
行
で
は
な
く
、
そ
し
て
ま
た
溯
行
で
も
な
い
。

　

ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
自
身
に
と
っ
て
閉
ざ
さ
れ
見
え
な
か
っ
た
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
の

本
質
が
、
今
日
の
技
術
の
時
代
の
私
た
ち
を
待
ち
受
け
、
我
々
に
襲
い
か
か
っ
て
い

る
の
な
ら
、
為
す
べ
き
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
の
本
質
へ
謂
わ
ば
退
行
的
に
迫
る
こ

と
で
あ
る
よ
り
も
、
技
術
的
な
も
の
か
ら
一
歩
後
退
し
て
、
技
術
の
（
上
に
述
べ
た

意
味
で
の
）
本
質
を
迎
え
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
迎
え
出
る
た
め
の
退
歩

で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
技
術
の
本
質
をGestell

の
語
で
呼
ぶ
。
そ
れ
は
、stellen

（
立

て
る
）
と
接
頭
辞Ge-

（
ま
と
め
て
、
共
に
）
の
合
成
語
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
「
為し

立た

て
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。〈
も
の
〉
は
、
為
向
け
ら
れ
、
為
立
て
ら
れ
、
そ

し
て
為
立
て
上
げ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
完
成
に
到
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
も

の
〉
た
る
こ
と
か
ら
離
れ
る
。
た
と
え
ば
河
が
ダ
ム
で
塞せ

き
止
め
ら
れ
た
と
き
、
河

流
は
、
急せ

き
〈
立
て
〉
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
河
流
は
単
な
る
水
流
と
な
っ
て
急
が
さ
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れ
る
。
落
下
と
い
う
急
速
度
に
。
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
急
速
度
の
最
大
効
率
を
も
っ

て
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
さ
れ
る
。
そ
の
直
線
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
タ
ー
ビ

ン
の
回
転
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換
さ
れ
る
。
タ
ー
ビ
ン
の
回
転
は
電
気
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
産
み
出
す
。
河
の
流
れ
と
い
う
〈
も
の
〉
は
、
既
に
〈
も
の
〉
た
る
こ
と
を

失
う
。
そ
れ
は
、
用
水
と
し
て
用
〈
立
て
〉
ら
れ
た
の
ち
、
た
だ
放
水
さ
れ
る
。
そ

し
て
大
事
な
こ
と
は
、
水
流
が
続
き
、
送
電
さ
れ
配
電
が
続
く
あ
い
だ
、
我
々
人
間

も
ま
た
、〈
共
に
〉
立
て
続
け
に
搔
き
〈
立
て
〉
ら
れ
追
い
〈
立
て
〉
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
は
、
ス
ウ
ィ
ッ
チ
の
Ｏ
Ｎ
／
Ｏ
Ｆ
Ｆ
に
忙
し
く
、

寧
日
が
な
い
。
今
、
本
当
に
何
が
あ
る
の
か
と
問
わ
れ
る
と
き
、
そ
う
い
う
も
の
が

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
為
立
て
上
げ
〉
は
、
な
る
ほ
ど
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
〈
作
り
上
げ
・ποίησις
﹇poiesis

﹈〉
と
は
、「
根
本
的
に
異
な

る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
両
者
は
類
縁
し
て
い
）
12
（
る
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
〈
為
立
て
〉
も
、
技
術
の
本
質
と
し
て
奥
に
密
め
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
ま
だ
な
お
前
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

　

　
〈
あ
る
〉
と
我
々
と
の
布
置
と
し
て
の
為
立
て
に
お
い
て
、
近
代
技
術
的
世

界
を
通
じ
て
経
験
さ
れ
る
も
の
は
、Ereignis

と
称
ぶ
も
の
の
前
奏
で
し
か

な
）
13
（

い
。

　　

こ
こ
で
は
、Ereignis

は
ま
だ
「
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
」
と
音
訳
す
る
だ
け
に
と
ど
め

て
お
こ
う
。
ま
た
前
奏
の
「
前
」
は
、
今
し
が
た
述
べ
た
よ
う
に
、
時
間
的
な
そ
れ

で
は
な
く
、
空
間
的
な
「
前
面
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
続
け
て
言
う
。
表
に
出
て
い
る
為
立
て
を
、
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
と

い
う
由
来
そ
の
も
の
か
ら
、
あ
た
か
も
苦
痛
に
堪
え
る
よ
う
に
堪
え
、
エ
ラ
イ
グ
ニ

ス
の
内
へ
と
忍
び
凌
ぐ
こ
と
、
そ
う
し
た
な
ら
ば
、
技
術
的
世
界
の
支
配
か
ら
技
術

的
世
界
そ
の
も
の
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
ろ
）
14
（
う
と
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
堪
え
忍
び
、

堪
え
凌
ぎ
は
、
ど
の
よ
う
な
退
歩
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
る
の
か
。

　

日
下
部
氏
は
、「
プ
ラ
ト
ン
は
姿
を
変
え
た
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
そ
の
も
の
で
あ
っ
）
15
（

た
」

と
い
う
そ
の
「
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
と
共
に
現
れ
た
原
理
、
そ
れ
は
何
か
」
と
問
う
。
そ

し
て
答
え
る
。「
そ
れ
は
主
観
性
原
理
で
あ
っ
た
と
わ
た
し
は
思
）
16
（
う
」
と
、
第
一
人

称
で
答
え
る
。
そ
し
て
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
た
だ
ち
に
そ
れ
と
の
烈
し
い
戦
い
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
主
観
性
原
理
と
の
厳
し
い
相
剋
と
葛
藤
の
関
係
こ
そ
、

ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
以
後
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
全
体
的
性
格
を
決
定
し
）
17
（
た
」
こ
と
を
、
そ

の
著
の
全
篇
で
論
じ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
あ
る
箇
所
で
、
退
歩
と
言
わ
ず
に
、
下
降

と
言
う
。
即
ち
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の

　

　

形
而
上
学
を
超
克
す
る
の
は
、
思
惟
が
な
お
一
層
高
く
登
高
し
て
、
形
而
上

学
を
踏
み
越
え
て
形
而
上
学
を
消
え
去
ら
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
最
も
近
き
も
の
の
近
み
に
立
ち
帰
る
下
降
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か

し
、
我
々
人
間
が
主0

観
性

0

0

へ
と
登
り
す
ぎ
て
自
ら
の
位
置
を
見
失
っ
て
し
ま
っ

た
、
と
り
分
け
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
下
降
は
登
高
よ
り
も
困
難
で
あ
り
危

険
で
あ
）
18
（

る
。（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）

　
下
降
と
は
、
形
而
上
学
が
下
し
た
〈
人
間
〉
の
定
義anim

al 
rationale

（
理
性
あ

る
生
き
も
の
、
そ
し
て
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
生
き
も

の
」
の
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
る
。）
か
ら
離
れ
、
従
っ
てhom

o 
anim

alis

（
ア
ニ
マ

を
も
て
る
、
従
っ
て
生
き
も
の
た
る
人
間
）
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
下

降
し
て
向
う
と
こ
ろ
は
、hom

o 
hum

anis

（
た
だ
人
間
と
し
て
の
人
）
19
（
間
）
の
、
つ

ま
り
、〈
あ
る
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
い
る

0

0

こ
と
の
貧
し
さ
、
た
と
え
ば
、
今
日
は
晴

れ
で
あ
る

0

0

、
3
に
2
を
加
え
る
と
5
で
あ
る

0

0

と
こ
ろ
に
い
る

0

0

こ
と
の
貧
し
さ
で
あ
る
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ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ　
　
　

山
下
善
明

と
、
そ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
下
降
に
つ
い
て
語
を
継
ぐ
。
そ
し
て
そ
の
貧
し

さ
は
、〈
あ
る
〉
を
見
守
り
、〈
あ
る
〉
と
見
守
る
謂
わ
ば
、
牧
人
の
貧
し
さ
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
技
術
的
世
界
で
の
今
日
の
私
た
ち
の
豊
か
さ
と
そ
の
奢
侈
は
、
不
用
な

も
の
な
し
で
は
生
存
で
き
な
い
と
い
う
貧
窮
で
あ
り
、
不
用
な
も
の
に
よ
っ
て
生
存

が
所
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
欠
乏
的
生
存
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
）
20
（
る
。

　
〈
あ
る
〉
と
見
守
る
と
き
に
、〈
も
の
〉
は
近
み
に
あ
る
。
近
み
に
あ
っ
て
、
も
の

は
姿
を
現
わ
す
。

　

　

も
の
は
人
間
の
側
か
ら
の
策
動
に
よ
っ
て
姿
を
現
わ
す
の
で
は
な
い
。
さ
り

と
て
、
死
す
べ
く
定
め
に
あ
る
我
々
が
見
守
る
こ
と
な
く
て
、
姿
を
現
わ
す
こ

と
は
な
）
21
（
い
。

　　

も
の
と
は
、
も
の
と
そ
の
近
み
に
あ
る
我
々
と
の
関
係
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
い
え

る
と
き
、
も
の
は
姿
を
現
わ
す
。
こ
れ
をEreignis
と
い
う
。
だ
が
ま
だ
訳
語
が

な
い
ま
ま
、
た
だ
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
と
読
む
だ
け
に
し
て
お
こ
う
。

　

死
す
べ
く
定
め
に
あ
る
「
人
間
と
は
何
か
、
そ
の
問
い
は
、
も
の
と
は
何
か
と
い

う
問
い
で
あ
）
22
（

る
」
と
断
ず
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
も
の
は
、
死
す
べ
く
定
め
に
あ
る

我
々
が
見
守
る
こ
と
な
く
て
、
姿
を
現
わ
す
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
恐
ら
く
最

も
根
本
的
な
〈
退
歩
〉
を
語
る
。

　

　

そ
の
よ
う
な
見
守
り
へ
の
最
初
の
歩
み
は
、
退
歩
で
あ
る
。
眼
前
に
置
い
て

説
明
を
つ
け
る
だ
け
の
思
惟
か
ら
、
想
い
お
も
う
思
惟
へ
の
退
歩
で
あ
）
23
（

る
。

　　

彼か

向む

か
う
〈
考
う
〉
と
影か
げ

迎む
か

う
〈
考
う
〉
の
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惟
は
ま
た
、

計
算
す
る
思
惟
と
廻
光
返
照
の
思
惟
と
も
称
ば
れ
る
。

　

　

計
算
す
る
思
惟
は
、
際
限
を
知
ら
ず
、
決
し
て
廻
光
返
照
に
至
る
こ
と
は
な

い
。
そ
の
思
惟
は
、
廻
光
返
照
す
る
思
惟
で
あ
る
こ
と
は
な
）
24
（

い
。

　　

し
か
し
現
代
に
は
、〈
主
観
性
原
理
〉
の
も
と
の
思
惟
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

眼
前
に
取
り
押
さ
え
て
、
計
算
し
説
明
を
つ
け
る
思
惟
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
情

報
と
い
う
名
の
「
言
に
滞
と
ど
こ
おり
、
句
に
滞な
ず

む
」（『
正
法
眼
蔵
』
第
二
九
・
山
水
経
）
ば

か
り
で
あ
る
。

三　

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
Ⅲ
と
是
何
姓

　

死
す
べ
き
も
の
た
ち
の
見
守
る
だ
け
の
貧
し
さ―

し
か
し
そ
の
見
守
り
は
、
も

の
を
も
の
と
し
て
見
守
る
い
つ
く
し
み
で
あ
る
。
Ａ
な
ら
Ａ
を
、
Ａ
と
し
て
見
守
る
。

Ａ
は
Ａ
で
あ
る
と
。
Ａ
と
は
、
Ａ
と
そ
れ
を
見
守
る
者
と
の
関
係
そ
れ
自
身
で
あ
る
。

だ
か
ら
Ａ
と
は
、
Ａ
の
映う
つ

り
で
あ
る
。
そ
れ
が
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
い
う
命
題

で
あ
る
。
い
つ
く

0

0

0

し
む
と
は
、
そ
の
映
り
の
映う
つ

奇く

し
さ
の
内
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
見
守
る
も
の
が
そ
れ
自
身
の
内
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
死
す
べ

き
も
の
の
近
み
に
Ａ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。〈
Ａ
が
あ
る
〉
と
は
、
従
っ

て
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
こ
と
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
片
Ⅲ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を

言
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
真
な
り
と
「
死
す
べ
き
も
の
」βροτός

﹇brotos

﹈
が

措
い
た
す
べ
て
は
、
空
名
に
す
ぎ
ぬ
と
、
こ
れ
を
拒
斥
し
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
で
あ
っ

た
が
、
し
か
し
恐
ら
く
は
そ
れ
故
に
こ
そ
。
断
片
Ⅲ
を
イ
ギ
リ
ス
の
古
典
学
者
は
こ

う
訳
）
25
（
す
。

―
For it is the sam

e thing that can be thought and that can be.

　
「
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
も
の
が
思
惟
さ
れ
え
も
し
、
存
在
し
え
も
す
る
。」
そ
の
訳
は
、
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背
面
に
、「
存
在
し
え
な
い
も
の
は
、
思
惟
さ
れ
え
も
し
な
い
」
と
い
う
否
定
の
存

在
論
を
想
わ
せ
は
す
る
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
、
理
解
す
る
の
に
何
の
苦
労
も
要

し
な
い
。
し
か
し
理
解
し
て
も
何
の
得
る
も
な
い
。
他
方
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の

古
典
学
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
の
も
と
、
こ
う
訳
す
。

―
D
enn dasselbe ist D

enken und Sein.

　
「
な
ぜ
な
ら
、
思
惟
と
存
在
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。」
こ
の
訳
は
、
い
く
ら
理
解

の
苦
労
を
し
て
も
、
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
行
く
。

　

ち
な
み
に
、
日
下
部
氏
も
、「
な
ぜ
な
ら
思
惟
と
存
在
は
同
じ
で
あ
る
か
ら
」
と

和
訳
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
う
訳
す
か
ら
と
い
っ
て
、
存
在
は
手
に
と
っ
た
り
目
に

見
え
た
り
す
る
何
か
で
は
な
く
、
従
っ
て
非
感
覚
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
超
感
覚
的

で
あ
り
、
よ
っ
て
感
覚
に
あ
ら
ざ
る
思
惟
と
同
一
で
あ
る
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
・
プ
ロ

テ
ィ
ヌ
ス
的
な
る
、
或
い
は
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
観
念
論
的
な
る
解
釈
の
上
で
の
こ

と
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
）
26
（
る
。
さ
ら
に
ち
な
み
に
、
我
が
国
第
一
の
パ
ル
メ
ニ
デ
シ

ス
ト
井
上
忠
）
27
（
氏
の
訳
は
、
こ
う
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
ば
、
自お

な

己
同
一
じ
き
も
の
が

思
わ
れ
え　

有
り
と
さ
れ
う
る　

ゆ
え
に
な
）
28
（
り
」

　

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
断
片
Ⅲ
で
こ
う
言
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、〈
Ａ
は
Ａ

で
あ
る
〉
思
惟
は
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
存
在
と
同
一
で
あ
る
。
断
片
Ⅲ
に
お
い
て
、「
存

在
と
思
惟
」
と
い
う
順
に
な
っ
て
い
な
い
。「
思
惟
と
存
在
」
と
い
う
順
に
な
っ
て

い
る
。
恐
ら
く
は
、「
自お

な

己
同
一
じ
き
も
の
」
に
引
か
れ
て
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
思

惟
が
先
に
来
て
い
る
。

　　

菩
提
達
磨
か
ら
数
え
て
第
四
祖
・
大
医
禪
師
と
、
栽
松
道
者
が
生
ま
れ
代
っ
て
の

童
子
（
後
の
第
五
祖
・
大
満
禪
師
）
と
の
問
答

―

汝
、
何
な
る
姓
ぞ
。

―

姓
は
、
即
ち
有
り
、
是
れ
、
常
の
姓
に
あ
ら
ず
。

―

是
れ
、
何
な
る
姓
ぞ
。

―

是
れ
、
佛
性
。

―

汝
に
、
佛
性
無
し
。

―

佛
性
、
空
な
る
故
に
、
所
以
に
無
と
言
ふ

　

道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
第
三
・
佛
性
に
お
い
て
こ
の
問
答
を
解
し
て
次
の
よ
う
に

語
る
。
姓
は
有
り
、
有
が
姓
で
あ
る
と
の
そ
の
答
え
に
対
し
て
更
に
問
う
と
こ
ろ
の
、

　

　
〈
四
祖
い
は
く
是
何
姓
〉
は
、
何カ

は
是ゼ

な
り
、
是
を
何
し
き
た
れ
り
。
こ
れ

姓
な
り
。
何
な
ら
し
む
る
は
是
の
ゆ
へ
な
り
。
是
な
ら
し
む
る
は
何
の
能
な
り
。

姓
は
、
是
也
、
何
也
な
り
。

　　

何カ

〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
是ゼ

〈
Ａ
は
あ
る
〉
な
り
。〈
Ａ
は
あ
る
〉
を
、〈
Ａ
は

Ａ
で
あ
る
〉
と
し
き
た
れ
り
。
こ
れ
姓
な
り
。「
有
」
な
り
、「
自お

な

己
同
一
じ
き
」
な

り
。
何
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
な
ら
し
む
る
は
、
是
〈
Ａ
は
あ
る
〉
の
ゆ
え
な
り
。

是
〈
Ａ
は
あ
る
〉
と
な
ら
し
む
る
は
、
何
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
の
能
な
り
。
姓
は
、

是
〈
Ａ
は
あ
る
〉
に
し
て
、
何
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
な
り
。

　

思
惟
と
存
在
が
同
一
で
あ
る
と
は
、
何
と
是
、
即
ち
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
何

（
ド
イ
ツ
語
で
言
え
ば
、w

as

）
と
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
是
（
同
じ
く
ド
イ
ツ
語
で
言
え

ば
、etw

as

）
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
思
惟
と
〈
Ａ

は
あ
る
〉
存
在
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
同
一
性
は
、
何
な
ら
し

む
る
是
、
是
な
ら
し
む
る
何
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
依
相
属
性
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
Ⅲ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
こ
う
で

あ
）
29
（
る
。

―
In sich zusam

m
egehörig ist D

enken und Sein.

「
思
惟
と
存
在
は
、
そ
れ
自
ら
に
お
い
て
相
依
相
属
し
て
い
る
。」
但
し
「
相
依
相
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属
」
は
、
辻
村
公
一
に
よ
る
字
義
ど
お
り
の
訳
語
で
あ
）
30
（
る
。
私
は
、「
与く
み

し
て
相
な

せ
る
」
と
訳
し
た
い
。

　

し
か
し
一
般
に
は
「
同
一
」（des Selbe, the sam

e thing

）
と
訳
さ
れ
る
「τὸ 

αὐτό

﹇to 
auto

﹈
と
い
う
語
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
に
お
い
て
何
を
言
う
の

か
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
こ
の
問
い
に
何
の
答
え
も
与
え
ず
、
我
々
は
、
避
け
る
こ
と

の
で
き
ぬ
一
つ
の
謎
の
前
に
立
た
さ
れ
）
31
（
る
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
る
。
果
た
し
て
、

避
け
ず
に
こ
の
謎
に
答
え
ん
と
し
た
の
が
、〈
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
〉
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
言
う
。
既
に
〈
存
在
と
時
間
〉
と
い
う
順
序
で
は
な
く
、「
時
間
と
存
在
、

こ
の
両
つ
を
そ
れ
ら
の
自ジ
シ

性ヨ
ウ

へ
、
即
ち
そ
れ
ら
の
与
し
て
相
な
せ
る
と
こ
ろ
へ
定
む

る
も
の
、
こ
れ
を
我
々
は
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
と
称
）
32
（
ぶ
。」
し
か
し
そ
の
称
名
は
な
お
、

Eeignis

の
訳
語
と
し
て
何
が
あ
る
か
を
教
え
て
く
れ
は
し
な
い
。

　

し
か
し
、
第
三
・
佛
性
の
先
の
一
節
を
も
う
一
度
読
ん
で
み
る
。「
何
﹇〈
Ａ
は
Ａ

で
あ
る
〉
思
惟
﹈
は
、
是
﹇〈
Ａ
は
あ
る
〉
存
在
﹈
な
り
。
是
を
何
し
き
た
れ
り
。

こ
れ
姓
な
り
。」〈
与
し
て
相
な
さ
し
む
る
も
の
〉
は
、
姓
で
あ
る
。
死
す
べ
く
も
の

が
名
ざ
す
空
名
で
は
な
く
、
死
す
べ
く
も
の
そ
の
も
の
の
名
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

名
は
無
名
で
あ
る
。「
空
な
る
故
に
、
所
以
に
無
と
い
ふ
。」
謎
は
謎
の
ま
ま
に
残
さ

れ
る
。

　
「
謎
の
前
に
立
っ
」
た
は
ず
が
、
謎
は
謎
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
、
か
え
っ
て
謎
か

ら
置
き
去
り
に
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
取
り
残
さ
れ
た
る
中
で
、
一
瞬
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
カ
ン
ト
の
語
が
、
変
じ
て
聞
こ
え
て
く
る
。
即
ち
、「
一
般
に
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ

る
〉
こ
と
の
可
能
性
の
条
件
は
、
同
時
に

0

0

0

、〈
Ａ
は
あ
る
〉
こ
と
の
可
能
性
の
条
件

で
あ
る
。」
カ
ン
ト
の
元
の
語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、『
純
粋
理
性
批
判
』
中
、
す

べ
て
の
総
合
判
断
の
最
高
原
則
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
、「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条

件
は
、
同
時
に
、
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
果

た
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
言
う
。
こ
の
原
則
命
題
に
見
る
「〈
同
時
に
〉
は
、
か
のτὸ 

αὑτό

即
ち
同
一
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
的
理
解
で
あ
）
33
（
る
。」

四　

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
を
巡
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

　
「
多
聞
の
広
学
は
さ
ら
に
四
句
に
得
道
し
、
恒
沙
の
徧
学
つ
ひ
に
一
句
偈
に
証
入

す
る
な
り
。」（『
正
法
眼
蔵
』
第
十
三
・
海
印
三
昧
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
上

に
論
じ
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
Ⅲ
が
、
彼
の
「
一
句
偈
」
で
あ
っ
た
。
否
、「
こ
の

語
は
、
夕
べ
の
国
の
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
思
索
の
根
本
の

0

0

0

主
題
で
あ
）
34
（
る
」

（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

　

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
同
じ
く
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
片
Ⅷ
34
〜
37
の
四

行
が
、
彼
の
「
四
句
」
で
あ
る
。
そ
れ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
）
35
（
訳
を
更

に
日
本
語
訳
す
る
と
、

　

　

思
惟
と
、
そ
れ
が
た
め
に
思
惟
さ
れ
る
そ
の
も
の
と
は
、
同
一
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
思
惟
が
そ
こ
に
お
い
て
自
ら
を
言
い
表
す
と
こ
ろ
の
存
在
な
し
に
は
、

汝
は
思
惟
を
見
出
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
な
ぜ
な
ら
存
在
の
外
で
は
そ

れ
は
何
で
も
な
い
し
、
何
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　　

但
し
、
な
ぜ
な
ら
、
な
ぜ
な
ら
と
続
く
第
四
句
「
な
ぜ
な
ら
、﹇
運
命
の
神
﹈
モ

イ
ラ
が
そ
れ
を
縛
め
て
、
一
つ
の
全
体
に
し
て
動
か
ざ
る
も
の
と
し
て
い
る
故
に
。」

は
略
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
四
句
こ
そ
、
全
四
句
の
核
心

で
あ
る
と
の
こ
と
だ
）
36
（

が
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
右
の
引
用
文
を
置
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は

続
け
る
。

　

　

こ
れ
こ
そ
が
主0

た
る

0

0

思
想
で
あ
る
。
思
惟
は
自
ら
を
演
ず
る
。
そ
し
て
そ
の
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演
ぜ
ら
れ
る
も
の
こ
そ
、
思
想
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
思
惟
は
自
ら

の
存
在
と
同
一
で
あ
る
。
思
惟
は
存
在
の
外
で
は
、
つ
ま
り
こ
の
大
肯
定die 

große 
A
ffi
rm

ation

の
外
で
は
、
何
も
の
で
も
な
い
。」（
傍
点
は
引
用
者
に

よ
る
）

　　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
先
の
引
用
に
あ
た
っ
て
そ
こ
に
だ
け
原
語
を
付
し
て
い
る
箇
所
、

「
存
在
に
お
い
て
思
惟
が
自
ら
を
言
い
表
す

0

0

0

0

」（
原
文
で
は
、φ

ατίζειν

﹇pha-
tizein

﹈
の
完
了
形πεφ

ατισμέον
﹇pephatism

eon

﹈
で
あ
る
）―

思
惟
の
そ

の
言
表
の
中
味
は
何
か
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
Ⅵ
の
第
一
行
は
、
こ
う
で
あ
る
。

―

あ
る
も
の
は
あ
る
と
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
語
り

0

0λέγειν

﹇legein

﹈、
か
つ

思
惟
しνοεῖν

﹇noein

﹈
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）

　　
〈
Ａ
は
あ
る
〉
是
が
、
つ
ま
り
存
在
が
語
ら
れ
る

0

0

0

0

と
き
、
思
惟
は
自
ら
を
言
い
表

0

0

0

す0

。
つ
ま
り
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
何
が
言
い
表
さ
れ
る
。

　

だ
が
本
当
に
、λέγειν

は
「
語
る
」
で
あ
り
、νοεῖν

は
「
思
惟
す
る
」
で
あ
ろ

う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
と
そ
の
言
葉
」
に
深
く
聴
き
入
っ
て
、

右
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
を
こ
う
訳
）
37
（

す
。

―
Es brauchet: das V

orliegenlassen und so 

（das

） In-die-A
cht-

nehm
en auch: Seiendes: sein

　
「
大
事
な
る
は：

居
ら
し
め
つ
、
受
け
が
い
つ：

あ
り
て：

あ
る
。」
即
ち
、〈
Ａ

は
あ
る
〉
と
居
ら
し
め
つ
つ
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
受
け
が
う
、
あ
り
て
あ
る
と
。

　

そ
し
て
、
小
辞
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
、
右
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
でund 

so

…
…auch

と
置
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
で
は
、τε

…
…τε

（te

…te

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
一

般
的
な
語
法
で
は
、
単
に
「
…
…
も
…
…
も
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、「
居

ら
し
む
る
」
と
「
受
け
が
う
」
は
、
単
に
並
列
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は

互
い
に
入
り
組
み
、
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
）
38
（
う
。
そ
れ
で
私
は
、

更
に
日
本
語
で
も
、
単
に
「
ま
た
」
と
か
「
且
つ
」
で
は
な
く
、「
…
…
つ
…
…
つ
」

と
訳
し
て
み
た
。
道
元
も
、
上
に
も
見
た
よ
う
に
、
居
ら
し
め
て
何
な
ら
し
む
る
是
、

受
け
が
い
て
是
な
ら
し
む
る
何
を
、「
姓
は
是
也
な
り
、
何
也
な
り
」
と
言
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、「
…
…
也
…
…
也
」
は
、
普
通
に
は
、

「
…
…
も
…
…
も
」
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。「νοεῖν

（noein

）
つ
ま
り
受
け
が
い
は
、

た
だ
任
意
の
何
で
も
を
受
け
と
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
唯
だ
一
つ
の
も
の
、
即

ち
断
片
Ⅵ
で
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
のἐὸν ἔμμεναι

（eon em
m
enai

）
つ
ま
り
、

あ
り
て
あ
る
を
、
受
け
と
る
の
で
あ
）
39
（
る
。」〈
Ａ
〉
は
、
任
意
の
何
で
も
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
そ
れ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
普
遍
的
な
思
惟
の
諸
法
則
が
語
ら
れ
る
と
き
、

そ
の
諸
法
則
を
表
す
命
題
の
主
語
「
Ａ
は
、
正
に
、
一
切
す
べ
て
、
そ
し
て
い
づ
れ

の
存
在
も
、
と
同
然
の
意
味
で
あ
）
40
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
あ
り
て
あ
り
、
姓

即
有
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
、「
常
の
姓
に
あ
ら
ず
」
と
も
、
い
や
そ
う
な
れ
ば

こ
そ
、
道
元
は
言
う
、「
姓
は
、
是
也
何
也
な
り
。
こ
れ
蒿
湯
に
も
点
ず
、
茶
湯
に

も
点
ず
、
家
常
の
茶
飯
と
も
す
る
な
り
。」

五　

存
在
と
肯
定
、
そ
し
て
同
一
性

　
「
思
惟
が
自
ら
を
言
い
表
す
」
何
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
耳

を
澄
ま
せ
ば
、
無
言
で
あ
る
。
そ
の
沈
黙
だ
け
が
聞
こ
え
て
く
る
。
幾
度
も
述
べ
た

よ
う
に
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
と
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
同
時
で
あ
る
。
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
何
は
黙
し
て
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
是
だ
け
が
後
に
残

る
。
そ
れ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
流
に
次
の
よ
う
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
）
41
（

い
。
即
ち
、〈
Ａ
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は
Ａ
で
あ
る
〉
何
は
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
是
を
送
り
届
け
て
、
そ
れ
自
体
は
身
を
引
く
。

身
を
引
い
た
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
同
一
こ
そ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
Ⅲ
のτὸ 

αὐτό

で
あ
る
。
送
り
届
け
ら
れ
て
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
是
は
、
受
け
が
わ
れ
た
是う
け
がい

と
な
っ

て
肯う
べ
ない
と
し
て
送
り
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
是
は
肯
定
と
な
る
。
是
そ
の
も
の
は
、

本
来
、
肯
定
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
否
定
で
な
く
、
謂
わ
ば
肯
定
・
否
定
の
此
岸
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
肯
定
〉
と
な
る
。
日
下
部
氏
に
従
っ
て
言
え
ば
、「
パ
ル

メ
ニ
デ
ス
は
、
…
…
存
在
は
肯
定
と
否
定
の
対
立
が
可
能
な
次
元
を
超
え
た
何
も
の

か
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
）
42
（
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
り
て
あ
る
存
在
は

0

0

0

、
肯
定
と

0

0

0

な
っ
た

0

0

0

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
、「
私
た
ち
が
、
あ
ら
ゆ
る
現
在
す
る
も
のA

nw
e-

sendes

と
も
、
不
在
す
る
も
のA

bw
esendes

と
も
別
な
る
も
の
と
し
て
思
惟
せ

ん
と
試
み
て
い
る
、
か
の
在
す
る
も
のW

esendes

」
が
、「
現
在
す
る
も
の
」
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
初
め
て
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
を
か
の
沈
黙
の
底
か
ら
引
き
上

げ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
理
性
的
認
識
が
基
づ
く
原
理
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
そ
の
証
明
を
求
む
べ
き
で
は
な
い
と
言
っ
た
（『
形
而
上
学
』
第
四
巻
第
四
章
）

〈
矛
盾
の
原
理
〉
に
加
え
て
、
新
た
に
〈
充
足
根
拠
の
原
理
〉
を
置
い
た
。
し
か
し

同
時
に
、「
証
明
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
た
証
明
を
必
要
と
し
な
い
根
源

的
諸
原
理
」
を
あ
げ
、「
そ
れ
は
、
同
一
的
諸
命
題
で
あ
る
」
と
言
う
。（『
単
子
論
』

第
三
五
節
）
そ
れ
は
、
沈
黙
の
底
か
ら
引
き
上
げ
ら
れ
て
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
が
、

同
一
性
（
或
い
は
自
同
性
）
命
題
と
し
て
そ
の
片
影
を
見
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
は
し
か
し
〈
充
足
根
拠
〉
は
重
複
語
で
あ
る
か
と
思
う
、
と
そ
の
哲
学

史
講
義
の
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
章
の
中
で
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
不
充
足
で
あ
れ
ば

未
だ
根
拠
た
り
え
ず
、
根
拠
で
あ
れ
ば
、
既
に
充
足
な
全
き
根
拠
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
す
れ
ば
〈
Ａ
は
、
Ａ
な
る
故
に
、
Ａ
で
あ
る
〉
が
、
充
足
根
拠
の
原
理
で

あ
る
。
そ
れ
は
姿
を
変
え
た
同
一
性
の
原
理
で
あ
る
。〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
こ

こ
に
自
同
性
命
題
と
し
て
そ
の
姿
を
現
し
た
。

　

既
に
、〈
Ａ
は
あ
る
〉
は
、
肯
定
と
な
っ
て
い
た
。〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
い
う
自

同
性
命
題
も
、
肯
定
命
題
と
し
て
姿
を
現
わ
す
。
否
定
の
影
も
な
き
充
全
充
足
た
る

肯
定
命
題
と
し
て
。

　

先
の
引
用
で
も
見
た
と
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
断
片
Ⅷ
34
〜

37
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
が
「
主
た
る
思
想
で
あ
り
、
…
…
思
惟
は
存
在
の
外

で
は
、
つ
ま
り
は
こ
の
大
肯
定

0

0

0

の
外
で
は
、
何
も
の
で
も
な
い
。」
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も

既
に
存
在
と
は
肯
定
で
あ
る
。
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
に
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
こ
そ
、

哲
学
の
始
ま
り
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
果
た
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
に
続
け
て

言
う
。

　

　
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
共
に
、
本
来
の
哲
学
が
始
ま
っ
た
。
…
…
こ
の
始
ま
り

は
、
無
論
、
ま
だ
薄
明
の
中
で
模
糊
と
し
て
い
る
。
そ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の

は
、
そ
れ
以
上
に
明
ら
か
に
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
こ
そ
、
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
、
哲
学
の
形
成
展
開
と
な
る
の
で
あ
る
。

　　

そ
の
形
成
展
開
に
あ
た
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』
の
序
文
で
、
同
一
的

命
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

　

命
題
或
い
は
判
断
は
一
般
に
、
主
語
と
述
語
の
区
別
を
内
に
も
つ
の
が
そ
の

本
性
で
あ
る
が
、﹇
主
語
と
述
語
が
互
い
に
照
ら
し
合
い
映
し
合
う
﹈
照
応
的

spekulativ

命
題
に
よ
っ
て
そ
の
本
性
は
砕
か
れ
る
。
照
応
的
命
題
は
同
一
的

命
題
と
な
る
が
、
後
者
、
同
一
的
命
題
は
、
主
語
・
述
語
と
い
う
区
別
あ
る
関

係
を
密
か
に
突
き
返
す
。
そ
れ
で
、
命
題
一
般
に
み
る
形
式
と
、
こ
れ
を
砕
く

概
念
的
統
一
と
の
間
に
拮
抗
関
係
が
生
ず
る
が
、
こ
の
拮
抗
は
、
律
動
に
お
い
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て
拍
節
と
強
勢
の
間
に
起
こ
る
そ
れ
と
相
似
て
い
る
。
…
…
そ
の
よ
う
に
、
哲

学
的
命
題
﹇
照
応
的
命
題
﹈
に
あ
っ
て
も
、
主
語
と
述
語
の
同
一
性
は
、
命
題

と
い
う
形
式
に
現
わ
れ
て
い
る
両
者
の
区
別
を
消
し
去
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
そ
の
統
一
が
諧
調
と
し
て
現
わ
れ
出
る
と
い
う
こ
と
で
あ
）
44
（
る
。

　　
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
が
命
題
と
し
て
、
同
一
性
命
題
と
な
り
、
全
き
肯
定
命
題
と

な
り
、
そ
う
で
あ
る
と
き
、
し
か
し
そ
れ
は
、
無
内
容
な
、
或
い
は
盲
目
的
命
題
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
が
一
命
題
で
あ
り
な
が
ら
、
命
題
一
般
に
み
る
「
主
語
・
述

語
の
区
別
あ
る
関
係
を
密
か
に
突
き
返
す
」
の
で
あ
る
。
人
は
そ
の
命
題
を

to-auto-logy

と
呼
ぶ
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
〈
同
語
反
復
〉
に
「
諧
調
」
を

聞
く
。
そ
の
無
音
の
命
題
に
如
何
に
し
て
諧
調
を
聞
く
の
か
。

　
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
第
一
部
・
論
理
学
の
、
そ
の
第
一
章
・
存
在
論
を
終
え

て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
前
章
で
の
、

　

　

存
在

0

0

と
無0

に
替
っ
て
、
今
や
、
肯
定

0

0

的0positiv

な
る
も
の
と
否
定

0

0

的0neg-
ativ

な
る
も
の
と
い
う
形
態
が
登
場
す
る
。
前
者
・
肯
定
的
な
る
も
の
は
先
ず
、

同
一
性
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

、
対
立
な
き
存
在
に
相
応
す
）
45
（

る
。（
強
調
は
原
著
に
よ
る
）

　
既
に
見
た
よ
う
に
、
肯
定
・
否
定
の
「
対
立
な
き
存
在
」
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
に

よ
っ
て
「
大
肯
定die 
große 

A
ffi
rm

ation

」
と
称
ば
れ
て
い
た
は
ず
だ
の
に
、

し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
し
て
、「
対
立
な
き
存
在
」
は
、
そ
の
「
同
一
性
」
が
同
一
性

命
題
で
言
い
表
わ
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
肯
定
的
命
題
で
あ
る
と
の
故
に
、「
肯
定

的
な
る
も
の
」
に
配
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
肯
定
は
肯
定
的
な
る
も
の
に

謂
わ
ば
引
き
取
ら
れ
る
。〈
Ａ
は
あ
る
〉
是う
け
がい
は
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
肯
定
的
命
題

を
経
て
肯
定
的
な
る
肯う
べ
ない
に
完
全
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
。
是
い
は
も
う
見
え
な
い
。

よ
っ
て
、
是
い
と
肯
い
の
差
異
は
忘
却
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
〈
存
在
論
的

差
異
〉
が
忘
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
見
た
「
哲
学
の
始
ま
り
」
以
来
、

存
在
論
的
差
異
は
忘
却
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
日
下
部
氏
も
、「
こ
の
肯
定
化
、

対
象
化
、
命
題
的
固
定
化
こ
そ
の
主
観
性
の
思
考
の
本
性
の
な
さ
し
め
る
と
こ
ろ
で

あ
）
46
（
り
」、
つ
ま
り
〈
主
観
性
の
原
理
〉
の
な
さ
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
い
や
、
主

観
性
の
原
理
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

　

そ
れ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
命
題
的
固
定
化
」
し
た
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
に
、
な

お
ど
の
よ
う
な
「
拮
抗
」
を
み
る
の
か
。
同
一
性
に
、
ど
の
よ
う
な
「
統
一
が
諧
調

と
し
て
現
わ
れ
出
る
」
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
同
一
性
命
題
に
つ
い
て
、
自
ら
が

『
論
理
学
』
の
中
で
「
最
大
の
難
所
」
と
呼
ぶ
箇
所
の
と
ば
口
で
次
の
よ
う
に
論
を

展
開
す
）
47
（
る
。

　
「
Ａ
は―

」
と
い
う
そ
の
始
ま
り
は
、〈
何
〉
ご
と
か
を
語
ら
ん
と
備
え
て
い
る
。

〈
何
〉
ら
か
の
規
定
を
提
出
せ
ん
と
し
て
い
る
。
だ
が
、「―

Ａ
で
あ
る
」
と
、
同

じ
Ａ
が
反
復
さ
れ
る
。
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
〈
何
〉
も
出
て
来
な
か
っ

た
。
そ
の
反
対
に
「
無
が
現
出
し
た
。」
何
か
で
あ
る
と
語
ろ
う
と
し
て
何
も
語
ら

な
か
っ
た
こ
の
命
題
は
、
命
題
と
し
て
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
同
一
性

は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
真
理
で
あ
り
絶
対
真
理
で
あ
る
、
の
で
は
な
く
て
、
む
し

ろ
そ
の
反
対
で
あ
る
。
同
一
性
は
、
不
動
の
単
純
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

自
ら
を
超
え
出
て
そ
の
先
に
自
ら
を
解
消
す
る
動
き
そ
の
も
の
で
あ
る
。」〈
Ａ
は
Ａ

で
あ
る
〉
と
い
う
同
一
性
命
題
の
う
ち
に
は
、
非
Ａ
が
「
た
だ
仮
現
と
現
わ
れ
、
且

つ
、
直
ち
に
消
え
行
く
こ
と
が
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
よ
う
な
反
照
の
純
粋
な
動
き
」

が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
命
題
の
う
ち
に
は
、「
不
動
の
」「
単
純
な
抽
象
的
同
一
性
よ

り
以
上
の
も
の
」
が
あ
る
。「
そ
の
命
題
は
、
か
の
動
き
と
い
う
〝
よ
り
以
上
の
も

の
〞
を
抽
象
的
同
一
性
に
継
ぎ
込
む
と
い
う
隠
れ
た
る
必
然
性
で
あ
る
、
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。」
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同
一
性
は
、
同
一
性
命
題
に
お
い
て
、
自
ら
を
超
え
て
自
ら
を
解
消
す
る
動
き
で

あ
り
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
、「
そ
の
動
き
は
自
ら
へ
引
き
返
す
」
と
。
そ
の

動
き
は
、
こ
う
言
え
る
だ
ろ
う
。〈
Ａ
は
ａ
で
あ
る
〉
と
い
う
、
影
と
消
ゆ
る
自
ら

を
述
語
と
す
る
命
題
が
、
そ
の
自
ら
の
影
を
主
語
と
す
る
〈
ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
と
い

う
命
題
に
移
り
行
き
、
移
り
行
き
な
が
ら
反か
え

り
来
る
動
き
で
あ
る
と
。
そ
の
よ
う
な

動
き
の
「
統
一
が
諧
調
と
し
て
現
わ
れ
出
る
。」
同
一
性
命
題
は
、〈
よ
り
以
上
〉
の

「
継
ぎ
込
み
」
が
単
な
る
付
け
加
え
と
は
な
ら
ぬ
照
応
的
命
題
が
成
立
す
る
「
隠
れ

た
る
必
然
性
」
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
隠
れ
て
い
る
の
は
、
単
に
密
ん
で
い
る
の
で
は
な
く
。
同
一
性
そ
の
も

の
が
無
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
、「
同
一
性
は
無
で
あ
る
。」
同
一

性
命
題
に
「
無
が
現
出
し
た
」
の
は
、
そ
の
無
で
あ
る
。
同
一
性
は
、
同
一
性
命
題

に
現
出
し
た
自
ら
の
無
に
透
か
し
見
る―

〈
存
在
〉
を
。〈
肯
定
的
な
る
も
の
〉
で

は
な
い
、
よ
っ
て
「
大
肯
定
」
で
は
な
い
〈
存
在
〉
を
。
だ
が
、
そ
れ
は
虚
焦
点
の

如
く
で
あ
る
。
あ
る
い
は
南
に
面
し
て
見
た
北
斗
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
或
る
も
の
は
Ａ
で
あ
る
か
非
Ａ
で
あ
る
か
で
あ
っ
て
第

三
の
も
の
は
存
し
な
い
と
す
る
排
中
律
命
題
そ
の
も
の
の
う
ち
に
第
三
の
も
の
を
見

る
。
即
ち
、「
正
の
Ａ
で
も
な
く
負
の
Ａ
で
も
な
い
Ａ
そ
の
も
の
」
を
。
つ
ま
り
肯

定
の
Ａ
で
も
否
定
の
Ａ
で
も
な
い
Ａ
そ
の
も
の
を
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
通
俗
的

な
理
解
の
排
中
律
に
よ
っ
て
排
さ
れ
て
「
死
の
如
く
蒼
白
き
様
相
の
こ
の
第
三
の
も

の
」
に
血
色
を
取
り
戻
さ
せ
る
。「
そ
れ
は
、
正
の
Ａ
で
も
あ
り
負
の
Ａ
で
も
あ
る
。

…
…
そ
し
て
改
め
て

0

0

0

、
Ａ
に
関
わ
れ
ば
、
当
然
に
非
Ａ
に
関
わ
れ
ず
、
非
Ａ
に
関
わ

れ
ば
Ａ
に
関
わ
り
え
ぬ
」（
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
。
だ
が
そ
の
時
も
、
蒼
白

を
脱
し
切
れ
ず
し
て
、「
こ
の
第
三
の
も
の
は
一
層
深
き
と
こ
ろ
で
受
け
止
め
ら
れ

る
」
と
言
う
に
と
ど
ま
っ
）
48
（

た
。

　

そ
れ
は
、
西
田
幾
多
郎
の
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』（
つ
ま
り
、〈
場
所
の

論
理
〉
の
成
立
の
中
）
に
お
い
て
言
わ
れ
た
、「
自
己
自
身
に
同
一
な
る
も
の
の
背

後
に
も
、
尚
之
を
越
え
て
広
が
れ
る
述
語
）
49
（
面
」
で
は
な
い
。
そ
し
て
す
ぐ
続
け
て
言

わ
れ
て
い
る
、
肯
定
・
否
定
の
「
無
対
立
の
対
象
も
之
に
於
て
あ
る
」〈
場
所
〉
で

は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
同
一
性
の
無
」
は
、〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
の
〈
無
為
〉

で
は
な
い
。
無
為
と
は
、
道
元
は
言
う
、「
無
上
菩
提
正
法
眼
蔵
、
こ
れ
を
寂
ジ
ヤ
ク

静ジ
ヨ
ウと

い
ひ
、
無
為
と
い
ふ
。」（『
正
法
眼
蔵
』
第
十
七
・
恁
麼
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
聞
く
無
音

の
〈
諧
調
〉
は
、「
風
吹
寂
静
な
れ
ば
鈴
鳴
寂
静
な
り
」
の
〈
寂
静
〉
で
は
な
い
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
が
成
さ
し
め
た
連
環
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
最
も
無
内
容
な
空
虚
さ
、

つ
ま
り
最
普
遍
的
一
般
性
と
し
て
〈
純
粋
存
在
〉
を
始
め
に
置
き
、
完
全
に
〈
充
溢

せ
る
存
在
〉
を
終
り
と
し
て
、
成
さ
し
め
た
連
環
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

六　

生
滅
・
無
常

　

そ
こ
へ
ニ
ー
チ
ェ
は
来
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
存
在
＝
肯
定
よ
り
も
っ
と
偉

大
な
る
肯
定
を
言
う
た
め
に
。「
肯
定Bejahung

の
極
限
が
達
成
さ
）
50
（
れ
」
ん
が
た

め
に
。「
お
よ
そ
達
成
し
う
る
肯
定
の
最
高
の
方
）
51
（

式
」
を
提
示
せ
ん
が
た
め
に
。

　

ニ
ー
チ
ェ
は
、「
哲
学
の
始
ま
り
」
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
か
ら
そ
の
完
結
終
焉
ヘ
ー
ゲ

ル
ま
で
を
一
括
り
に
し
て
取
り
払
っ
て
言
う
。「
哲
学
者
は
、
最
後
に
来
る
も
の

―

お
気
の
毒
様
！

そ
の
よ
う
な
も
の
は
や
っ
て
来
よ
う
は
ず
も
な
か
ろ
う―

を
、
始
ま
り
と
し
て
始
め
に
お
く
の
だ
。〈
最
高
概
念
〉
な
ど
と
言
っ
て
、
最
普
遍

的
な
、
最
も
空
虚
な
概
念
を
、
蒸
発
し
て
行
く
実
在
の
最
後
の
烟
霧
を
、
始
め
に
置

く
の
）
52
（

だ
。」
そ
し
て
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
だ
け
を
そ
こ
か
ら
除
外
し
て
言
う
。「
存
在
は

一
つ
の
空
虚
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
永
遠
に

そ
の
正
し
さ
を
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」
別
の
箇
所
で
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
は
言

う
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
お
け
る
「
消
滅
し
無
に
帰
す
る

0

0

0

0

0

こ
と
の
肯
定
、
そ
れ
は
デ
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ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
哲
学
の
決
定
的
な
る
と
こ
ろ
、
対
立
と
闘
争
を
然
り
と
肯
う

0

0

0

0

0

こ
と
、

〈
存
在
〉
と
い
う
概
念
す
ら
も
徹
底
的
に
却
け
て
、
生
滅

0

0

を
）
53
（

。」

　
「
あ
る
も
の
は
あ
る
」（
断
片
Ⅵ
）、「
あ
る
は
あ
る
」（
断
片
Ⅱ
、
Ⅷ
）（
い
づ
れ
も
、

デ
ィ
ー
ル
ス
／
ク
ラ
ン
ツ
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
よ
る
）
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
言
説

は
誤
謬
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
言
う
。「
果
た
せ
る
か
、
例
え
ば
エ
レ
ア
学
派
が
言

明
し
た
よ
う
な
存
在
に
つ
い
て
の
誤
り
、
こ
の
錯
誤
ほ
ど
、
素
朴
な
説
得
力
を
も
っ

た
も
の
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
）
54
（
た
。」
変
転
と
生
滅
、
つ
ま
り
〈
無
常
〉
の
、「〝
仮

象
〞
の
世
界
こ
そ
、
唯
一
の
世
界
で
あ
）
55
（
る
。」「
姓
は
即
ち
有
り
」
に
始
ま
っ
た
あ
の

童
子
の
答
え
も
、「
所
以
に
無
と
言
ふ
」
に
終
っ
て
い
た
。
有
る
、
つ
ま
り
在あ

る
は
、

現あ

る
。A

 ist, ist A

）
56
（

.

し
か
し
現
る
は
仮
現
で
あ
る
。
あ
る
は
無
い
。〈
あ
る
は
あ

る
〉
は
誤
謬
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、〈
あ
る
は
あ
る
〉
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う

よ
う
）
57
（
に
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
お
い
て
の
、
た
っ
た
一
度
き
り
の
〈
真
理
〉
で
あ
っ
た

の
だ
か
ら
。

七　

有
為
と
無
為

色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を　

我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む

有ウ

為イ

の
奥
山
今
日
越
え
て
、
浅
き
夢
見
じ
酔
ひ
も
せ
ず

　
そ
れ
は
、『
大
涅
槃
経
』
巻
十
四
に
見
え
る
と
い
う
「
夜
叉
説
半
偈
」、
そ
の
四
句
な

る
偈
の
、―

「
有
為
」
だ
け
が
、
白
梅
苑
に
紅
梅
が
一
輪
咲
い
て
い
る
よ
う
に
漢

語
と
な
っ
て
い
る―

和
訳
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
四
句
の
偈
と
は
、

　

諸
行
無
常　

是
生
滅
法

生
滅
滅
已　

寂
滅
為
楽

訓
ず
れ
ば
、

諸
行
は
無
常
な
り
、
是
れ
生
滅
の
法
な
り

生
滅
已は

や
滅
す　

寂
滅
は
楽
為た

り

　　

釈
尊
の
前
世
身
が
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
中
で
修
行
し
て
い
た―

そ
れ
で
、
雪
山
童
子

と
い
わ
れ
る―

と
き
、
一
人
の
夜
叉
が
前
二
句
を
吟
ん
で
い
る
の
を
聞
く
。
雪
山

童
子
は
そ
の
続
き
を
聞
き
た
い
と
願
う
。「
聞
か
せ
て
も
よ
い
が
、
代
り
に
お
前
の

軀
を
喰
う
」
と
夜
叉
は
答
え
る
。
童
子
は
身
を
投
げ
出
す
。
す
る
と
夜
叉
は
帝
釈
天

に
変
容
し
て
、
後
二
句
を
語
る
。

　

今
日
「
い
ろ
は
歌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
和
訳
し
た
の
は
誰
か
。
こ
う
い
う

天
を
も
突
き
抜
け
る
離
れ
）
58
（
業
は
、
大
抵
、
空
海
の
名
に
帰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
。

し
か
し
私
は
、
日
本
史
上
も
う
一
つ
の
訳
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は―

　

諸
法
の
佛
法
な
る
時
節
、
す
な
わ
ち
迷
悟
あ
り
、
修
行
あ
り
、
生
あ
り
、
死
あ

り
、
諸
佛
あ
り
、
衆
生
あ
り
。

萬
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
、
ま
ど
ひ
な
く
さ
と
り
な
く
、
諸
佛
な
く

衆
生
な
く
、
生
な
く
、
滅
な
し

　　

諸
行
無
常
は
、〈
有
為
〉
の
世
界
は
、
単
に
迷
の
世
界
で
は
な
く
、
既
に
「
迷
悟

あ
り
」
の
世
界
で
は
な
い
か
。「
衆
生
」
も
、
そ
し
て
「
諸
佛
」
も
あ
る
世
界
で
は

な
い
か
。「
生
」
と
「
死
」
の
「
生
滅
の
法
」
と
し
て
、
既
に
「
佛
法
な
る
時
節
」

で
は
な
い
か
。
迷
の
世
界
、「〝
仮
象
の
〞
世
界
が
、
唯
一
の
世
界
で
あ
る
」
な
ら
ば
、

ニ
ー
チ
ェ
が
言
う
よ
う
に
、
仮
象
の
器
官
「
感
覚
は
欺
か
な
い
。」
あ
る
い
は
西
田

幾
多
郎
と
共
に
語
る
と
、「
我
々
の
自
己
が
感
官
的
な
る
も
の
に
即
し
て
考
へ
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
真
の
自
己
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
、
暗
い
世
界
に
於
て
あ
る
の
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ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ　
　
　

山
下
善
明

で
は
な
く
、
明
い
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
59
（
い
。」
だ
か
ら
感

覚
・
感
官
の
迷
の
世
界
は
ま
た
悟
の
世
界
で
あ
る
。
い
や
や
は
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言

う
「
欺
き
、
故
事
付
け
ら
れ
た
〝
真
〞
の
世
）
60
（

界
」
を
脱
す
る
べ
き
「
修
行
」
が
あ
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
「
諸
法
の
佛
法
な
る
時
節
…
…
」
で
始
ま
る
右
の
二
節
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

道
元
『
正
法
眼
蔵
』
第
一
・
現
成
公
案
の
、
従
っ
て
『
正
法
眼
蔵
』
全
体
の
劈
頭
を

な
す
二
段
で
あ
る
。
和
文
体
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
初
め
て
巻
を
開
け
ば
、
絶
壁
の
よ

う
な
二
聯
で
あ
る
。
既
に
『
正
法
眼
蔵
』
全
巻
を
完
読
し
た
学
者
ら
が
現
代
語
訳
を

試
み
た
。
そ
の
様
々
な
試
み
は
、
森
本
和
夫
氏
が
精
し
く
検
討
し
）
61
（
た
よ
う
に
、
近
代

的
解
釈
で
分
か
り
易
い
よ
う
に
訳
せ
ば
訳
す
ほ
ど
、
本
文
か
ら
逸
れ
て
行
く
。
逸
れ

ま
い
と
す
れ
ば
、
本
文
に
戻
っ
て
本
文
を
繰
り
返
す
他
は
な
く
、
そ
れ
は
、
伝
統
宗

学
の
引
き
延
ば
し
で
し
か
な
く
な
る
。
そ
の
振
幅
は
、
と
り
わ
け
第
二
段
の
「
わ
れ

に
あ
ら
ざ
る
」
に
つ
い
て
の
訳
で
大
き
く
な
る
。「
吾
我
を
離
れ
て
無
我
な
る
」
と

い
う
訳
が
一
方
に
あ
れ
ば
、
他
方
で
、
こ
の
「
わ
れ
」
は
漢
語
の
「
我
」
に
し
て
、

更
に
遡
っ
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
ア
ー
ト
マ
ン
」―
こ
の
語
は
「
自
体
」
な

ど
の
意
味
も
含
む
そ
う
で―

に
当
る
故
に
、「
自
体
的
な
実
体
で
は
な
い
」
と
い

う
訳
も
あ
る
。

　

し
か
し
第
二
段
「
萬
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
…
…
」
が
「
生
滅
滅
已
」

の
訳
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
「
滅
已
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
」

で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
に
、「
正
法
眼
蔵
を
詠
ず
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
、

「
寂
滅
」
を
詠
っ
た
和
歌
が
あ
る
。

　

波
も
ひ
き
風
も
つ
た
は
ぬ
捨
て
小
舟

　
　

月
こ
そ
夜
半
の
さ
か
ひ
な
り
け
れ

　

　

こ
の
歌
の
背
後
に
は
、
道
元
自
身
が
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
十
三
・
都
機
で
述
べ
て

い
る
盤
山
宝
積
の
偈
、「
光
、
境
を
照
ら
す
に
非
ず
、
境
ま
た
存
す
る
に
非
ず
」
が

あ
る
。
思
え
ば
、
月
は
月
で
は
な
く
月
の
光
で
あ
り
、
月
の
光
は
月
の
光
で
は
な
く
、

光
の
遍
照
で
あ
る
。
そ
の
遍
照
は
そ
の
ま
ま
夜
と
い
う
境
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
「
捨
て
小
舟
」
と
は
、
已
に
「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
」
舟
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
わ
れ
な
る
舟
と
は
何
か
。

　

　

生
と
い
ふ
は
、
た
と
へ
ば
、
人
の
ふ
ね
に
の
れ
る
と
き
の
ご
と
し
。
こ
の
ふ

ね
は
、
わ
れ
帆
を
つ
か
ひ
、
わ
れ
か
ぢ
を
と
れ
り
、
わ
れ
さ
を
さ
す
と
い
へ
ど

も
、
ふ
ね
わ
れ
を
の
せ
て
、
ふ
ね
の
ほ
か
に
わ
れ
な
し
。
わ
れ
ふ
ね
に
の
り
て
、

こ
の
ふ
ね
を
も
ふ
ね
な
ら
し
む
。
こ
の
正
当
恁
麼
時
は
、
舟
の
﹇
、
﹈
世
界
に

あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
天
も
水
も
岸
も
み
な
舟
の
時
節
と
な
れ
り
、
さ
ら
に
舟

に
あ
ら
ざ
る
時
節
と
お
な
じ
か
ら
ず
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
生
は
わ
が
生
ぜ
し
む
る

な
り
。
わ
れ
を
ば
生
の
わ
れ
な
ら
し
む
る
な
り
。
舟
に
の
れ
る
に
は
、
身
心
依

正
（
わ
れ
も
世
界
も
）、
と
も
に
舟
の
機
関
（
動
か
す
働
き
）
な
り
。
尽
大
地
、

尽
虚
空
、
と
も
に
舟
の
機
関
な
り
。
生
な
る
わ
れ
、
わ
れ
な
る
生
、
そ
れ
か
く

の
ご
と
し
。（『
正
法
眼
蔵
』
第
二
十
二
・
全
機　

括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
）

　　
「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
」
と
は
、
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
舟
、
即
ち
「
舟
に
あ
ら
ざ

る
時
節
」
で
あ
る
。「
捨
て
小
舟
」
の
時
節
で
あ
る
。
舟
の
揺
す
る
さ
え
風
も
波
も

な
き
捨
て
小
舟
の
時
節
で
あ
る
。「
生
滅
已
や
滅
し
」
て
、「
生
な
く
、
滅
な
し
」
の

「
寂
滅
」
で
あ
る
。

　

だ
が
、
い
か
に
し
て
そ
の
「
寂
滅
は
楽
為た

り
」
で
あ
る
の
か
。
第
一
・
現
成
公
案

の
続
く
第
三
段
は―
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佛
道
、
も
と
よ
り
豊
倹
よ
り
跳
出
せ
る
ゆ
へ
に
生
滅
あ
り
、
迷
悟
あ
り
、
生
佛

﹇
衆
生
・
諸
佛
﹈
あ
り
。

　
第
一
段
に
戻
っ
た
か
の
よ
う
に
、
再
び
同
じ
も
の
が
「
〜
あ
り
、
〜
あ
り
」
と
言
わ

れ
る
。
但
し
、「
修
行
あ
り
」
の
一
語
だ
け
は
な
い
。
既
に
「
佛
道
」
に
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

　

し
か
ら
ば
、
佛
道
に
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
同
じ
く
第
一
・
現
成
公
案
に

言
わ
れ
る
。「
佛
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ
と

い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
ゝ
な
り
」
と
。「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
」
は
、
ま
た
同

時
に
「
自
己
を
わ
す
る
ゝ
」
時
節
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
修
行
の
自
己
を
わ
す

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
第
一
段
で
の
、
修
行
も
あ
る
「
佛
法
の
諸
法
な
る
」

〈
豊
〉
は
も
と
よ
り
、
第
二
段
で
の
、「
萬
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
」〈
倹
〉
を

も
「
跳
出
」
し
て
い
る
。〈
あ
り
〉
の
肯
定
は
も
と
よ
り
、〈
な
し
〉
の
否
定
を
も
超

出
し
て
い
る
。
超
出
し
て
、
肯
定
・
否
定
の
以
前
に
戻
っ
て
い
る
。「
す
で
に
あ
る

を
は
な
る
、
な
き
を
も
は
な
る
べ
き
道
理
、
あ
き
ら
か
な
り
。」（『
正
法
眼
蔵
』
第

十
六
・
行
持
上
）
第
三
段
に
お
け
る
「
あ
り
」
は
、
肯
定
の
そ
れ
で
は
な
い
。
第
一

段
に
お
け
る
肯
定
の
「
あ
り
」
と
の
差
異
は
、
目
に
見
え
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う

と
、『
普
勧
坐
禪
儀
』
の
冒
頭
に
言
わ
れ
て
い
る
、「
毫
釐
の
差
あ
れ
ば
、
天
地
懸は
る

か

に
隔
て
り
」
と
。

　
「
萬
法
と
も
に
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
」
そ
の
萬
法
は
、
今
や
、「
自
己
を
わ
す
る
ゝ
と

い
ふ
は
、
萬
法
に
証
せ
ら
る
ゝ
な
り
」
と
言
わ
れ
る
萬
法
で
あ
る
。
自
己
を
わ
す

る
ゝ
寂
滅
に
て
萬
法
に
証
せ
ら
る
ゝ
「
楽
」
を
、「
本
来
の
面
目
を
詠
ず
」
と
題
し

て
道
元
は
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

　

春
は
花　

夏
ほ
と
ゝ
ぎ
す　

秋
は
月

　
　

冬　

雪
さ
え
て
す
ゞ
し
か
り
け
り

　
僧
・
良
寛
の
有
名
な
辞
世
、「
形
見
と
て
何
か
残
さ
む　

春
は
花　

山
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
も
み
ぢ
葉
」
の
謂
わ
ば
本
歌
と
し
て
も
知
ら
れ
、
川
端
康
成
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
受

賞
記
念
講
演
『
美
し
い
日
本
の
私　
そ
の
序
説
』
の
冒
頭
に
引
か
れ
て
、
広
く
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
、〈
あ
る
〉
が
表
に
出
て
い
る
の
は
、

「
す
ゞ
し
か
り
け
り
」
の
み
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
雪
或
い
は
冬
「
さ
む
し
」
と
な
っ
て
い
な
い
。
実
定
的positiv

に
、

「
さ
む
し
」
と
な
っ
て
い
な
い
。「
す
ゞ
し
」
で
あ
る
こ
と
で
、「
毫
釐
の
差
」
を
も

っ
て
、「
す
ゞ
し
く
あ
り
け
り
」
の
〈
あ
る
〉
は
肯
定
の
〈
あ
る
〉
で
は
な
い
。
肯

定
の
〈
あ
る
〉
な
ら
ば
、「
か
り
け
り
に
お
い
て
作
者
﹇
道
元
﹈
の
心
情
が
顔
を
出

す
。
即
ち
抒
情
風
に
な
）
62
（
る
」
と
、「
本
来
の
面
目
」
か
ら
逸
れ
た
こ
と
を
惜
し
む
唐

木
順
三
の
言
も
正
し
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
そ
し
て
川
端
の
講
演
の
記

者
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
は
、「
す
ゞ
し
」
そ
の
も
の
を“cold”

（
さ
む
し
）
と

訳
）
63
（
し
て
し
ま
っ
た
。

　

だ
が
、「
毫
釐
の
差
」
で
あ
る
。
見
紛
が
わ
れ
る
。〈
あ
る
〉
は
、
い
つ
で
も
す
ぐ

に
肯
定
の
〈
あ
る
〉
と
な
る
。
そ
の
肯
定
が
「
萬
法
を
辧
肯
す
る
に
は
、
自
心
自
性

は
常
住
な
る
か
と
あ
や
ま
る
。」（
現
成
公
案
）
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
第
四
段
を
も

っ
て
全
「
四
句
」
は
結
せ
ら
れ
る
。

　

し
か
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
と
い
へ
ど
も
、
花
は
愛
惜
に
ち
り
、
草
は
棄
嫌
に

お
ふ
る
の
み
な
り
。

　
そ
れ
は
、「
心
情
」
で
は
な
い
。「
抒
情
」
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
に
見
え
て
、

「
の
み
な
り
」
と
余
韻
を
残
さ
ず
、
肯
定
が
、
そ
し
て
そ
の
裏
面
の
否
定
が
、
肯
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定
・
否
定
の
そ
の
と
こ
ろ
で
絶
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
道
元
の
歌
に
聞
け
ば
、

　

大
空
に
心
の
月
を
な
が
む
る
も

　
　

闇
に
迷
ひ
て
色
に
め
で
け
り

　
こ
れ
は
道
歌
で
な
い
、
と
す
れ
ば
、
確
か
に
道
歌
的
抒
情
で
は
な
い
。
故
に
、
抒
情

的
道
歌
で
は
な
）
64
（
い
。

八　

現
在
と
不
在
、
そ
し
て
在

　

わ
れ
帆
を
繰
り
、
梶
を
取
り
、
棹
を
差
す
。
水み
な

面も

に
「
大
空
」
の
「
月
」
の
光
照

る
「
闇く
ら

」
き
水
に
舟
浮
か
べ
て
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
が
〈
生
活
〉
と
呼
ん
で
い
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
わ
れ
を
舟
が
載
せ
て
い
る
。
そ
の
舟
が
、
或
い
は
舟
行
が
、

〈
人
生
〉
で
あ
る
。「
ふ
ね
の
ほ
か
に
わ
れ
な
し
。」
わ
れ
の
舟
に
の
れ
る
を
別
に
し

て
わ
れ
は
な
い
。〈
こ
の
人
生
〉
を
別
に
し
て
わ
れ
は
な
い
。
檝か

手こ

と
し
て
わ
れ
は

わ
が
生
活
の
主
人
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、〈
こ
の
人
生
〉
は
、〈
わ
れ
〉
が

所
し
て
処
す
る
人
生
で
は
な
い
。
生
が
「
わ
れ
を
ば
生
の
わ
れ
な
ら
し
む
る
」
の
で

あ
る
。
し
か
れ
ど
も
、「
わ
れ
ふ
ね
に
の
り
て
、
こ
の
ふ
ね
を
も
ふ
ね
な
ら
し
む
。」

正
に
恁そ
の
よ
う
な麼

と
き
、「
舟
の
、
世
界
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。」〈
人
生
〉
は
、
世
界
そ

の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
岡
倉
天
心
が“T

he Book of T
ea” 

（1906

）
に
お
い

てbeing in the w
orld

と
い
う
語
を
用
い
て
表
し
た
「
処
世
」（
世
に
処お

る
）
で

あ
る
。
こ
の
著
は
、
そ
の
二
年
後
に
早
く
も
ド
イ
ツ
語
版
で
刊
行
さ
れ
、
当
該
の
語

は
、
言
う
ま
で
も
な
くIn-der-W

elt-sein

と
訳
さ
れ
）
65
（
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
九

二
七
年
の
『
存
在
と
時
間
』
の
根
本
概
念
と
な
っ
た
。

　
〈
存
在
と
思
惟
〉
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
た
、〈
存
在
と
人
間
〉
と
呼
ん
で
い
る
。

そ
の
場
合
、
先
述
の
よ
う
に
、〈
人
間
〉
はhom

o anim
alis

で
あ
る
の
で
は
な
く
、

hom
o 

hum
anus

で
あ
る
。
従
っ
て
、
存
在
と
思
惟
の
与
し
て
相
な
せ
る
は
、
存

在
と
人
間
の
そ
れ
で
あ
る
。〈
与
し
て
相
な
せ
る
〉
は
夙
に
、
人
間
の
「
原
実
態
」

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
呼
）
66
（
ぶ
〈
世
界
内
存
在
〉
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
告
げ
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

だ
が
原
子
力
時
代
に
私
た
ち
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
世
界
内
存
在
た
る
そ
の
〈
人

生
〉
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
原
子
力
時
代
、「
存
在
と
人
間
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
布
置
に
あ
る
の
）
67
（
か
。」
つ
ま
り
「
技
術
的
世
界
の
今
日
、
存
在
は
ど
の
よ
う
に

私
た
ち
に
現-

在
す
る
の
）
68
（
か
。」
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
在
と
し
て
の
存
在
は
、

現
在
し
な
い
。
在
は
現
わ
れ
な
い
。
だ
が
、「
あ
ら
は
れ
ざ
れ
ど
も
、
か
く
れ
ず
」

（
第
十
六
・
行
持
上
）
在
は
、「
か
く
れ
ず
」
と
し
て
現
在
す
る
と
こ
ろ
の
現
在
で
あ

る
。
技
術
的
世
界
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
、
引
き
〈
立
て
ら
れ
る
〉
こ
と
で
「
か
く

れ
ず
」
に
あ
る
。
在
が
立
て
ら
れ
る
と
相
な
し
て
、「（
在
と
し
て
の
）
存
在
と
相
分

に
、
人
間
は
立
て
ら
れ
て
い
）
69
（
る
。」
共
に
立
て
ら
れ
た
る
存
在
と
人
間
、
既
に
見
た

よ
う
に
、
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
〈
為
立
て
〉
と
称
ぶ
。
そ
れ
が
、
技
術
的
世
界
の

技
術
の
本
質
と
し
て
、
こ
れ
も
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
の
「
前
奏
」、

或
い
は
む
し
ろ
前
景
で
あ
る
に
し
て
も
、
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
は
、「
あ
ら
は
れ
ざ
れ
ど

も
」、
背
後
に
控
え
る
な
お
何
も
の
か
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、「
現

在
す
る
も
の
か
ら
考
え
れ
ば
、
現
在
す
る
と
は
、
そ
れ
自
身
、
現
在
せ
し
め
る
こ
と

で
あ
）
70
（

る
」
と
言
う
よ
う
に
、
た
と
え
〈
為
立
て
〉
と
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
存
在
と
人

間
の
与
し
て
相
な
せ
る
と
は
、
そ
れ
自
身
、
与
し
て
相
な
さ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
Ⅲ
に
お
け
る
思
惟
と
存
在
の
同
一
を
、
一
度
、
与
し
て
相
な
せ

る
と
理
解
し
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
再
び
同
一
性
に
還
っ
て
、「
存
在
は
、
思
惟

と
の
同
一
性
の
う
ち
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
る
。
う
ち
に
入
っ
て
、

同
一
そ
の
も
の
が
、
同
一
せ
し
め
る
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
こ
の
同
一
性
の
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本
質
は
、
か
の
与
し
て
相
な
さ
し
め
る
に
由
来
す
る
。
与
し
て
相
な
さ
し
め
る
、
こ

れ
を
我
々
は
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
と
呼
ぶ
。
同
一
性
は
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
に
固
有
な
る
も
の

で
あ
）
71
（

る
。」九　

「
自ジ
ネ

然ン
ジ

成ヨ
ウ

」

　

そ
れ
な
ら
ば
、Ereignis
を
東
ア
ジ
ア
の
語
に
何
と
訳
す
べ
き
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

自
身
、
そ
れ
は
「
ギ
リ
シ
ア
の
主
導
的
な
語λόγος

﹇logos

﹈
や
シ
ナ
語
のT

ao

﹇
道
﹈
の
よ
う
に
、
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
）
72
（
い
」
と
言
う
が
、
そ
れ
で
も
敢
え
て
訳

し
て
み
る
。〈
自ジ
ネ

然ン
ジ

成ヨ
ウ

〉
と
。

　

初
祖
伝
法
の
偈
に
あ
る
「
果
を
結
ぶ
は
自ジ

然ネ
ン

の
成ジ
ヨ
ウな
り
」
の
句
を
と
っ
て
、「
自

然
成
と
い
ふ
は
」
と
、
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
第
十
四
・
空
華
で
註
し
て
言
う
、

「〈
自
〉
は
己
な
り
。」
自
は
、
一
旦
、
主
語
的
中
心
に
置
か
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
己
は
何
者
か
。「
己
は
必
定
こ
れ
儞ジ

な
り
、
四
大
五
蘊
を
い
ふ
。」
儞

は
、
己
に
あ
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
〈
名
〉
な
き
も
の
で
あ
る
。〈
何
〉
で
も
な
き
も

の
と
し
て
、
四
大
の
世
界
に
し
て
五
蘊
の
身
で
あ
る
。
上
に
み
た
と
お
り
、
後
の
五

祖
が
そ
の
童
子
の
と
き
に
、
名
は
、「
姓
は
、
即
ち
有
り
…
…
所
以
に
無
と
言
ふ
」

と
言
っ
た
よ
う
に
。

　

そ
れ
故
、
己
は
、
従
っ
て
自
は
、
我
で
も
な
く
、
誰
で
も
な
い
。「
わ
れ
に
あ
ら

ず
、
た
れ
に
あ
ら
ず
、
こ
の
ゆ
へ
に
不
必
な
る
を
〈
自
〉
と
い
ふ
な
り
。」〈
自
〉
は

こ
こ
に
、
述
語
の
位
置
に
再
び
現
わ
れ
る
。
自
は
自
で
あ
る
と
。
し
か
し
自
は
、
自

で
あ
る
ま
で
に
、
何
が
あ
っ
た
の
か
。「
Ａ
は―

」
か
ら
「―

Ａ
で
あ
る
」
ま

で
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
不
必
な
る
こ
と
、
即
ち
〈
必
ず
し
も
…
…
に
あ
ら
ず
〉
こ

と
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
何
か
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
何
か
で
は
な
い
。

「
や
ま
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。」

　

Ａ
は
、
Ａ
の
必
然
性
に
お
い
て
Ａ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
や
ま
は
、
や
ま
な
る
故

に
や
ま
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
必
ず
し
も
Ａ
に
あ
ら
ざ
る
不
必
を
経
て
Ａ
で
あ
る
。

Ａ
な
る
自
で
あ
る
。「
や
ま
こ
れ
山
と
い
ふ
な
り
」

　

そ
の
よ
う
に
し
て
、
Ａ
は
、
Ａ
で
あ
る
。
Ａ
は
Ａ
の
必
然
性
に
お
い
て
Ａ
で
あ
る

の
で
は
な
い
か
ら
、
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
に
は
、
Ａ
は
Ａ
と
し
て
見
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
必
ず
し
も
Ａ
で
は
な
く
し
て
Ａ
で
あ
る
そ
の
映う
つ

奇く

し
さ
が
、
愛い
つ
くし
ま
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。「
わ
れ
に
あ
ら
ず
」「
わ
れ
に
あ
ら
ざ
る
時
節
」、
Ａ
に
あ
ら
ざ
る
「
わ
れ
」

が
Ａ
で
あ
る
と
。（「
お
ほ
よ
そ
、
山
は
国
界
に
属
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
山
を
愛
す
る

人
に
属
す
る
な
り
。」（『
正
法
眼
蔵
』
第
二
九
・
山
水
経
））

　

そ
う
し
て
Ａ
は
Ａ
と
し
て
Ａ
は
あ
る
と
是
わ
れ
る
。
聴0

き
入
れ
ら
れ
る
。
Ａ
は
Ａ

で
あ
る
〈
然
〉
と
は
、
Ａ
と
わ
れ
と
の
与
し
て
相
な
せ
る
許0

し
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「〈
然
〉
は
聴
許
な
り
、
自
然
成
の
時
節
な
り
。」―

然し
か

る
は
、〈
肯
定
〉
で
は
な
い

と
き
、
然
ら
し
む
る
で
あ
る
。「
同
一
性
は
自
然
成
（
エ
ラ
イ
グ
ニ
ス
）
に
固
有
な

る
も
の
で
あ
る
。」

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

　

　

山
は
景
観
の
う
ち
に
あ
る
。
隠
れ
な
き
と
こ
ろ
﹇
景
観
﹈
の
う
ち
に
あ
っ
て
、

見
成
し
つ
つ
、
隠
れ
な
き
も
の
の
う
ち
へ
消
沈
す
る
。
そ
れ
が
、
山
の
現
在
で

あ
る
。
山
が
裾
野
を
広
げ
、
聳
え
る
ま
ま
に
と
ど
ま
り
続
け
る
と
き
も
。
い
や
、

正
に
そ
の
と
き
こ
）
73
（

そ
。

　　

山
の
現
在
は
居
ら
し
め
ら
れ
た
る
居
ず
ま
い
で
あ
る
。

付
論　

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
一
九
五
七
年
講
演
・
そ
の
一
』
よ
り
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イ
ン
ド
学
か
ら
シ
ナ
学
へ
、
さ
ら
に
ニ
ホ
ン
学
へ
と
東
漸
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の

〈
間
文
化
哲
学
〉
の
俊
才
Ｒ
・
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
氏
（
ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム
大
学
教

授
）
は
、
そ
の
著
作
『
仏
教
に
見
る
時
間
の
現
象
学
』
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
歴
史
的
諸
世
界
の
多
元
性
の
中
で
自
ら
の
思
想
を
展
開
し
た
り
、

或
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
文
化
の
解
明
の
た
め
に
自
ら
の
思
想
を
役
立
て
る
と
い
っ

た
よ
う
な
箇
所
は
、
私
の
知
る
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
中
ど
こ
に
も
な
）
74
（
い
」
と
。

　

し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
よ
り―

あ
る
日
本
人
と

一
人
の
問
う
者
の
間
）
75
（
で
』（
一
九
五
九
年
）
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
そ
の
後
書
き
に

は
、「
こ
れ
ま
で
印
刷
に
付
さ
れ
な
か
っ
た
本
文
は
、
東
京
大
学
の
手
塚
富
雄
教
授

の
訪
問
を
機
縁
と
し
て
一
九
五
三
年
か
ら
五
四
年
に
か
け
て
生
ま
れ
た
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
著
作
は
、
手
塚
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
実
際
の
対
談
（
一
九
五
三
年
春
）
の

再
録
で
は
な
い
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
「
問
う
者
」
と
な
っ
て
「
あ
る
日
本
人
」

と
の
間
で
言
葉
が
交
さ
れ
る
こ
の
対
話
篇
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
も
、
エ
ル
バ
ー
フ

ェ
ル
ト
氏
の
い
う
間
文
化
的
哲
学
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
手
塚
自
身
の
エ
ッ
セ
イ

『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
一
時
間
』
の
中
に
は
、
実
際
の
対
談
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

語
っ
た
と
し
て
、「
東
と
西
と
は
、
こ
う
い
う
深
処
に
お
い
て
話
し
合
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
現
象
面
を
追
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ヴ
ュ
ー
な
ど
を
す
る
の
は
、
つ
ま
ら
な

い
こ
と
だ
」
と
い
う
言
）
76
（

葉
が
、
記
憶
の
中
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

自
ら
の
こ
の
言
葉
を
「
機
縁
と
し
て
」、
そ
の
数
ヶ
月
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
九
五

三
年
八
月
の
講
演
か
ら
本
論
考
が
冒
頭
近
く
で
引
用
し
た
あ
の
一
節
も
「
生
ま
れ

た
」
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
「
ギ
リ
シ
ア
の
思
惟
と
の
対
話
自
身
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
者
に
と
っ
て
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
東
ア
ジ
ア
の
世
界
と
の
対
話
の
た
め

の
前
提
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
半
ば
架
空
の
こ
の
対
話
篇
で
は
、
例
え
ば
九
鬼
周
造
の
〈
い
き
〉

の
考
察
や
黒
澤
明
の
映
画
『
羅
生
門
』
へ
の
言
及
は
あ
っ
て
も
日
本
の
文
献
か
ら
引

用
さ
れ
た
一
行
も
な
い
と
、
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
氏
は
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
文
献
か
ら
直
接
に
語
句
を
引
用
し
た
箇
所
と
い

う
の
な
ら
、
少
く
と
も
一
箇
所
は
あ
る
。
少
く
と
も
と
い
う
の
は
、
私
の
知
る
限
り

つ
ま
り
記
憶
す
る
限
り
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
。
そ
れ
は
、『
老
子
道
徳
経
』
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

本
論
で
も
言
及
し
た
、In-der-W

elt-sein

の
謂
わ
ば
原
語
で
あ
るbeing in the 

w
orld

と
い
う
語
は
、『
茶
の
本
』
の
「
第
三
章
・
道
教
と
禪
道
」
の
次
の
一
）
77
（
節
に

登
場
し
て
い
る
。

　

Chinese historians have alw
ays spoken of T

aoism
 as the “art of 

being in the w
orld”, for it deals w

ith the present-ourselves. It is in us 
that God m

eets w
ith N

ature, and yesterday parts from
 to-m

orrow
. T

he 
Present is the m

oving Infinity

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、『
茶
の
本
』
の
、
Ｍ
＆
Ｕ
・
シ
ュ
タ
イ
ン
ド
ル
フ
の
訳
に
よ
る

ド
イ
ツ
語
版
を
読
ん
だ
の
は
一
九
一
九
年
と
推
定
さ
れ
る
）
78
（
が
、
右
の
一
節
が
〈
存
在

と
時
間
〉
の
思
想
へ
の
最
初
の
閃
き
で
あ
っ
た
と
ま
で
の
大
胆
な
推
）
79
（
定
は
す
ま
い
。

し
か
し
そ
れ
以
来
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
道
家
思
想
と
し
て
の
タ
オ
イ
ズ
ム
に
深
い
関
心
を

寄
せ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
果
た
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
老
子

道
徳
経
』
を
既
に
イ
タ
リ
ア
語
に
訳
し
そ
の
訳
本
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
献
呈
し
た

蕭シ
ア
オ
シ
ー
イ

師
毅
と
共
に
、
一
九
四
六
年
の
夏
、
ド
イ
ツ
語
に
訳
す
こ
と
を
試
み
）
80
（

た
。
実
際
に

は
全
八
十
一
章
の
内
、
最
初
の
八
章
を
訳
し
た
と
こ
ろ
で
途
絶
し
た
が
、
そ
の
未
完

の
訳
業
が
、
全
巻
完
結
も
近
づ
い
て
い
る
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
』
に
所
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
ど
う
か
は
私
は
知
ら
な
い
。

　

以
下
は
、『
老
子
道
徳
経
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
『
一
九
五
七
年
講
演
・
そ
の
一
』

の
一
段
の
拙
訳
で
あ
る
。
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明
星
大
学
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紀
要
【
人
文
学
部
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文
化
学
科
】
第
十
九
号　

二
〇
一
一
年

　
﹇
同
一
律
・
矛
盾
律
・
排
中
律
﹈
こ
れ
ら
の
思
惟
の
諸
原
則
は
ど
こ
に
そ
の

所
由
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
由
来
の
場
所
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問

い
は
ど
ん
な
異
議
も
な
く
決
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
人
が
い
る
。

そ
の
人
た
ち
は
、
ご
ま
か
し
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
何
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
を
、

科
学
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
科
学
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
科
学
で
あ

り
え
な
い
科
学
と
し
な
が
ら
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
い
か
な
る
科
学
も
、
思
惟
の
諸

原
則
を
究
明
し
う
る
よ
う
な
と
こ
ろ
ま
で
は
届
く
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
ま
ま
に
認
め
よ
う
。
即
ち
、
思
惟
の
諸
原
則
の

由
来
、
こ
れ
ら
の
原
則
命
題
を
立
て
る
思
惟
の
存
す
る
場
所
、
こ
こ
で
い
う
場

所
と
そ
の
所
在
の
本
質
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
私
た
ち
に
は
、
暗
が
り
の
う
ち

に
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
に
認
め
よ
う
。
こ
の
暗
み
は
、
ど
の
よ
う
な
思
惟

の
場
合
で
も
付
い
て
ま
わ
る
の
だ
ろ
う
。
人
間
に
は
、
そ
の
暗
み
を
取
り
払
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

む
し
ろ
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
暗
さ
は
避
け
得
ぬ
も
の
で
あ
る
と
認
め

る
こ
と
、
そ
し
て
、
暗
さ
の
高
古
な
佇
い
を
打ぶ

ち
壊
し
に
す
る
先
入
観
の
類
い

を
暗
さ
か
ら
遠
去
け
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
暗
さ
は
、
例
え
ば
、

光
の
完
全
な
不
在
と
し
て
の
闇
と
は
別
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

　

暗
さ
は
明
る
さ
を
秘
め
て
い
る
。
明
る
さ
を
自
ら
の
う
ち
に
蔵
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
暗
さ
に
は
、
暗
さ
固
有
の
真
正
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
古
え
の
智
惠

を
真
に
心
得
て
い
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
詩
『
追
想
』
の
第
三
聯
に
言
っ
て
い

る
。

　
　

し
か
何
ぴ
と
か
が
、
私
に

　
　

暗
き
光
に
充
ち
た

　
　

香
ぐ
わ
し
い
杯
を
す
す
め
る
な
ら
ば

　

光
の
明
る
さ
が
、「
千
の
太
陽
よ
り
も
白ハ
ク

明メ
イ

と
な
り
、」
は
だ
か
の
白
明
に
し

て
四
辺
一
面
に
広
が
り
渡
る
な
ら
ば
、
そ
の
光
は
も
は
や
明
る
み
で
は
な
い
。

真
正
の
暗
さ
を
目ま

守も

る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
ぐ
わ
な
い
白
明
を
混
入
せ
し
め
ず

に
、
暗
さ
に
応
分
の
白
明
を
見
出
す
こ
と
は
、
い
つ
も
難
し
い
。
老
子
は
言
っ

て
い
る
。（『
老
子
道
徳
経
』
Ｖ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
訳　

第
二
十
八

章
）「
自
ら
の
白
明
を
知
る
も
の
は
、
自
ら
の
暗
さ
の
う
ち
に
身
を
隠
す＊

。」

　

老
子
の
こ
の
言
葉
に
対
し
て
、
誰
も
が
知
っ
て
い
な
が
ら
僅
か
の
人
に
し
か

な
し
能
わ
ぬ
真
実
を
付
け
加
え
よ
う
。
即
ち
、
死
の
定
め
を
知
る
思
惟
は
、
日

る
に
星
彩
を
見
る
た
め
に
、
井
戸
の
底
の
暗
き
に
降
り
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
あ
の
真
実
を
。
真
正
の
暗
さ
を
目
守
る
こ
と
の
方
が
、
白
明
を
算
段
調
達

す
る
よ
り
も
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
白
明
は
、
た
だ
白
明
と
し
て
明
ら
さ
ま
で

あ
ら
ん
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
明
ら
さ
ま
で
あ
ら
ん
と
す
る
も
の
は
、

影か
が
よ向
わ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
思
惟
の
諸
法
則
に
つ
い
て
の
学
校
教
科
書
的
な
記
述
は
、
そ
の

諸
法
則
の
内
容
が
、
そ
し
て
そ
の
文
句
な
い
妥
当
性
が
何
ぴ
と
に
も
直
接
に
分

明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
紛
わ
せ
る
の
で
あ
）
81
（
る
。

（
＊
原
文
は
、「
知
其
白
、
守
其
黒
」
で
あ
っ
て
、
小
川
環
樹
は
こ
れ
を
、

「
白
（
の
輝
か
し
さ
）
を
知
り
つ
つ
、
黒
（
の
知
ら
れ
な
い
ま
ま
）
に
と
ど

ま
る
」
と
和
訳
し
て
い
る
。）

　　

思
惟
の
原
則
命
題
の
一
つ
、
い
や
そ
の
第
一
た
る―

或
い
は
矛
盾
律
が
一
番
目

に
立
つ
の
な
ら
、
第
0
番
目
た
る
、
同
一
性
命
題
〈
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
〉
は
、
決
し
て

空
虚
に
白
明
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
逆
に
、
閉
ざ
さ
れ
た
暗
黙
で
あ
る
の
で
も

な
い
。
そ
れ
は
暗
い
。
し
か
し
明
る
さ
を
自
ら
に
蔵
し
て
い
る
暗
さ
で
あ
る
。
西
田

幾
多
郎
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
そ
れ
は
灰
色
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
暗
い
も
の
で
あ

る
。
併
し
そ
の
暗
い
も
の
は
単
な
る
暗
い
も
の
で
は
な
く
し
て
、
何
処
か
に
明
る
み
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ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ　
　
　

山
下
善
明

を
有
つ
て
ゐ
）
82
（
る
。」〈
存
在
〉
の
「
あ
ら
は
れ
ざ
れ
ど
も
か
く
れ
）
83
（
ず
」、
そ
の
暗
さ
を
、

同
一
性
命
題
は
自
ら
の
暗
さ
と
測
り
合
っ
て
、
目
守
っ
て
い
る
。

註（
1
）　

道
元
『
正
法
眼
蔵
』
第
二
十
九
・
山
水
経　

以
下
、『
正
法
眼
蔵
』
は
、「
原
典
日
本
仏
教
の
思

想
」（
岩
波
書
店
・
平
成
三
年
）
の
第
七
・
第
八
巻
に
拠
る
。
ま
た
道
元
の
歌
は
、
松
本
章
男
『
道

元
の
和
歌
』（
中
央
公
論
社
・
平
成
十
八
年
）
に
拠
る
。

（
2
）　V

gl. M
. H

eidegger, D
ie T

echnik und die K
ehre, Günther N

eske, 1962, S.21.

（
3
）　M

. H
eidegger, V

orträge und A
ufsätze, Günther N

eske, 1997, S.43.

（
4
）　a. a. O

. S.64.

（
5
）　a. a. O

. S.158.

（
6
）　M

. H
eidegger, Gelassenheit, Günther N

eske, 1959, S.20.

（
7
）　M

. H
eidegger, Identität und D

ifferenz, Günther N
eske, 1957, S.55.

（
8
）　

日
下
部
吉
信
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』　

法
政
大
学
出
版
局　

平
成
十
七
年

（
9
）　V

orträge und A
ufsätze S.43f.

（
10
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
一
五
九
頁

（
11
）　

同
頁

（
12
）　D

ie T
echnik und die K

ehre S.20.

（
13
）　Identität und D

ifferenz S.25.

（
14
）　V

gl. a. a. O
. S.25.

（
15
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
一
六
一
頁
。
な
お
プ
ラ
ト
ン
は
、
三
十
代
の
最
後
に
、
最
初
の
シ

チ
リ
ア
島
へ
の
旅
を
し
、
そ
こ
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
で
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
の
数
学
者
ア
ル
キ
ュ
タ
ス
に
出

会
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
彼
の
「
遍
歴
時
代
」
の
終
り
で
も
あ
っ
た
。

（
16
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
一
五
九
頁
及
び
次
頁　

そ
し
て
こ
の
著
作
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な

い
が
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
八
一
番
に
は
、「
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
…
…
ま
や
か
し
の
元
祖
」
と
言
わ

れ
て
い
る
。

（
17
）　

同
書
一
七
頁
。

（
18
）　M

. H
eidegger, Ü

ber den H
um

anism
us, V

ittorio K
losterm

ann, 2000, S.44.

（
19
）　

学
校
の
社
会
科
、
理
科
で
教
え
ら
れ
たhom

o erectus―
hom

o habilis

又
はhom

o faber―
hom

o 
sapiens

と
い
う
展
相
は
未
だ
な
おhom

o 
anim

alis

の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
しhom

o 
erectus

は
一
方
でhom

o 
loquens

と
な
っ
た
。
こ
の
と
きhom

o 
hum

anis

が
出
来
し
た
。
こ

の
出
来
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
、Identität als U

nverborgenheit, Ergon, 2009. S.163-185

で
論
じ
た
。

（
20
）　

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ラ
ク
ー=

ラ
バ
ル
ト
『
貧
し
さ
』（
西
山
達
也
訳
）　

藤
原
書
店　

平
成
一
九

年　

一
七
頁
よ
り
。

（
21
）　V
orträge und A

ufsätze, S.174.

（
22
）　M

. H
eidegger, D

ie Frage nach dem
 D

inge, M
ax N

iem
eyer, 1962, S.189.

（
23
）　V

orträge und A
ufsätze, S.174.

（
24
）　Gellasenheit, S.13.

（
25
）　

元
来
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
出
発
し
た
Ｅ
・
ツ
ェ
ラ
ー
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
読
み
方
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
ツ
ェ
ラ
ー
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
解
釈
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
註
を
付
け
な
い
快
著
『
ギ
リ

シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
で
あ
る
が
、
そ
の
第
三
十
一
章
第
四
節
三
四
二
頁―

三
五
〇
頁
だ
け
で
は
細

か
な
註
を
付
し
て
、
近
代
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
解
釈
史
が
周
到
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）　

日
下
部
吉
信
訳
『
初
期
ギ
リ
シ
ア
自
然
哲
学
者
断
片
集
』　

筑
摩
書
房　

平
成
二
十
一
年　

第
一

巻　

四
三
三
頁
。

（
27
）　

井
上
忠
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』（
青
土
社　

平
成
八
年
）
の
「
は
し
が
き
」
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
。「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
完
璧
に
完
成
さ
れ
た
玻
璃
宮
（
球
）
殿
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ

ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
造
り
か
け
て
は
放
置
さ
れ
た
硝
子
の
塔
の
数
多
な
残
骸
と
も
見
え
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
、
広
大
な
野
外
運
動
場
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。」
な
お
、（
球
）
と
書
か
れ
て
い
る
の

は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
存
在
を
、
ま
ろ
き
球
に
譬
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
28
）　

同
書
二
三
頁
。

（
29
）　V

gl. M
. H

eidegger, Einführung in die M
etaphysik, M

ax N
iem

eyer, 1966, S.132. 
V
gl. Identität und D

ifferenz, S.14. V
gl. M

. H
eidegger, W

as heißt D
enken? M

ax N
ie-

m
eyer, 1971, S.147.

（
30
）　

辻
村
公
一
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
論
攷
』　

創
文
社　

昭
和
四
十
六
年　

四
九
頁
参
照
。

（
31
）　Identität und D

ifferenz, S.14.

（
32
）　M

. H
eidegger, Zur Sache des D

enkens, M
ax N

iem
eyer, 1969, S.20.

（
33
）　W

as heißt D
enken?. S.149.

（
34
）　a. a. O

. S.148.

（
35
）　G. W

. F. H
egel, V

orlesungen über die Geschichte der Philosophie, Suhrkam
p, 1986, 

Bd. I. S.289.
（
36
）　V

gl. V
orträge und A

ufsätze, S.243.

（
37
）　W

as heißt D
enken, ?. S.131.

（
38
）　V

gl. a. a. O
. S.131.

（
39
）　V

orträge und A
ufsätze, S.237.

（
40
）　G. W

. F. H
egel, Gesam

m
elte W

erke, Felix M
einer, Bd. 11. W

issenschaft der Logik,  
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大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
十
九
号　

二
〇
一
一
年

（1812/13

）, 1978, S.259.
（
41
）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
。「
贈
り
届
け
る
こ
と
で
の
み
付
与
す
る
そ
の
付
与
は
、

そ
う
付
与
す
る
こ
と
で
、
し
か
し
自
ら
は
身
を
退
き
身
を
隠
す
。」（Zur 

Sache 
des 

D
enkens, 

S.8.
）

（
42
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
三
五
七
頁

（
43
）　M

. H
eidegger, U

nterw
egs zur Sprache, Günther N

eske, 1979, S.108.

（
44
）　G. W

. F. H
egel, Phänom

enologie des Geistes, Felix M
einer, 1952, S.51.

（
45
）　Gesam

m
elte W

erke, Bd. 11. Encyclopädie, 1989, S.112.

（
46
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
三
五
五
頁

（
47
）　V

gl. Gesam
m
elte W

erke, Bd. 11. S.264f.

但
し
「
最
大
の
難
所
」
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
に
お
い
て
で
あ
る
。V

gl. Bd. 19. S.112.

（
48
）　V

gl. Gesam
m
elte W

erke, Bd. 11. S.285f.

（
49
）　

西
田
幾
多
郎
全
集　

岩
波
書
店　

昭
和
四
十
一
年　

第
四
巻　

二
八
一
頁

（
50
）　F. N

ietzsche, Säm
tliche W

erke, de Gruyter, 1988 Bd. 6. S.310

（
51
）　a. a. O

. S.335.

（
52
）　a. a. O

. S.76.

（
53
）　a. a. O

. S.313.

（
54
）　a. a. O

. s.79.

以
上
の
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス―

ヘ
ー
ゲ
ル―
ニ
ー
チ
ェ
と
論
じ
た
駅
程
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
言
う
、「
さ
さ
や
か
な
語
〈
あ
る
〉
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
〈
あ
る
も
の
は
あ
る
〉
か
ら
ヘ

ー
ゲ
ル
に
み
る
照
応
的
命
題
に
至
る
ま
で
、
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
〈
あ
る
〉
を
力
へ
の
意
志
に
移
し

て
こ
れ
を
解
消
す
る
に
至
る
ま
で
の
存
在
の
全
歴
運
を
包
含
す
る
」（Identität 

und 
D
ifferenz, 

S.66.

）
に
倣
っ
た
。

（
55
）　a. a. O

. S.75.

（
56
）　

構
文
と
し
て
は
、D

aß A
 ist, ist A

と
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
敢
え
て
破
格
に
こ
の
よ

う
に
書
く
。

（
57
）　V

gl. M
. H

eidegger, Gesam
tausgabe, V

ittorio K
losterm

ann, 1986, Bd. 15. S.397.
そ

し
て
ま
た
、『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
主
観
性
』
の
著
者
も
次
の
よ
う
に
言
う
他
は
な
か
っ
た
。
即
ち

「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
存
在
の
テ
ー
ゼ
は
真
に
天
才
的
な
閃
き
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

自
身
は
こ
れ
を
自
ら
の
発
見
と
信
じ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
存
在
思
想
を

女
神
か
ら
の
啓
示
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。」（
同
書
三
二
八
頁
）

（
58
）　

四
十
七
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
必
ず
一
度
、
そ
し
て
一
度
だ
け
用
い
て
、
何
と
か
意
味
の
通
る
文
章
を

作
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
そ
れ
を
な
し
う
る
の
は
、
当
代
で
な
ら
、
昨
年
物
故
さ
れ
た
け
れ
ど
も
井

上
ひ
さ
し
氏
か
、
柳
瀬
尚
紀
氏
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
ろ
う
。

（
59
）　

西
田
幾
多
郎
全
集　

第
六
巻　

一
二
六
頁

（
60
）　F. N

ietzsche, Säm
tliche W

erke, Bd. 6. S.75.

（
61
）　

森
本
和
夫
『
正
法
眼
蔵
入
門
』　

朝
日
新
聞
社　

平
成
七
年

（
62
）　
『
唐
木
順
三
全
集
』　

筑
摩
書
房　

昭
和
六
十
年　

第
十
三
巻　

三
九
二
頁

（
63
）　

川
端
康
成
『
美
し
い
日
本
の
私
』（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
英
訳
付
）　

講
談
社　

平
成
九
年　

七

四
頁

（
64
）　

筆
者
は
、
幾
度
『
正
法
眼
蔵
』
を
繙
い
て
も
、
以
上
の
冒
頭
四
句
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
初
め
て
立
ち
止
ま
り
仰
が
せ
て
く
れ
た
の
は
、
上
田
閑
照
『「
現
成
公
案
」
と
自
然
』

（『
上
田
閑
照
集
』　

岩
波
書
店　

平
成
十
四
年
、
第
九
巻　

二
三
九―

二
九
四
頁
）
で
あ
っ
た
。
だ

が
、
そ
の
仰
角
は
、
上
田
氏
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
。
し
か
し
上
田
氏
自
身
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。

「
テ
ク
ス
ト
〈
現
成
公
案
〉
の
こ
の
冒
頭
章
は
い
わ
ゆ
る
〈
公
案
〉
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ど
う
読
む

か
に
よ
っ
て
読
む
人
の
境
位
が
決
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。」（
同
書
二
七
八
頁
）

（
65
）　

今
道
友
信
氏
は
、
一
九
五
六
年
及
び
一
九
六
四
年
に
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
で
客
員
教
授
と
し
て

行
な
っ
た
講
義
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。V

gl. T
. Im

am
ichi, Betrachtungen 

über das Eine, T
okio U

niversität, 1968, S.89 A
nm

., S.154.

（
66
）　M

. H
eidegger, Sein und Zeit, M

ax N
iem

eyer, 1967, S.53.

（
67
）　Identität und D

ifferenz, S.21.

（
68
）　a. a. O

. S.21.

（
69
）　M

. H
eidegger, Gesam

tausgabe, Bd. 79, S.124.

（
70
）　Zur Sache des D

enkens, S.5.

（
71
）　Identität und D

ifferenz, S.27.

（
72
）　a. a. O

. S.25.

な
お
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、
私
の
知
る
限
り
一
箇
所
、
タ
オ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
大
要
を
言
え
ば
　―

　

老
子
の
詩
的
な
思
惟
の
主
導
を
な
す
語
は
、〈
タ
オ
〉

で
あ
る
。
タ
オ
と
は
〈
道
〉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
を
道
行
か
せ
、
す
べ
て
が
道
な
す
〈
道
〉

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
性
と
か
精
神
と
か
ロ
ゴ
ス
と
い
う
語
が
本
来
何
を
謂
う
語
な
の
か
を
、
そ
こ

か
ら
初
め
て
思
惟
す
る
こ
と
の
で
き
る
〈
道
〉
で
あ
る
。
も
し
こ
の
名
の
、
言
わ
れ
ざ
る
と
こ
ろ
ま

で
遡
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
思
惟
す
る
語
り
の
あ
ら
ゆ
る
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。V

gl. 
U
nterw

egs zur Sprache, S.198.

（
73
）　W

as heißt D
enken? S.144.

題
詞
と
し
て
掲
げ
た
道
元
の
謎
め
い
た
言
葉
「
や
ま
こ
れ
と
や

ま
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
、
山
こ
れ
や
ま
と
い
ふ
な
り
」
は
、
衆
生
の
見
る
「
や
ま
」
は
や
ま
で
は
な
く
、

諸
仏
の
見
る
「
山
」
こ
そ
や
ま
で
あ
る
と
解
せ
ば
、
な
る
ほ
ど
説
明
は
つ
く
。
し
か
し
そ
の
説
明
は

道
元
か
ら
遠
く
離
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。

（
74
）　R. Elberfeld, Phänom

enologie der Zeit im
 Buddhism

us, from
m
ann-holzboog, 2004, 

S.58.

（
75
）　U

nterw
egs zur Sprache, S.83-155.
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ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
道
元
へ　
　
　

山
下
善
明

（
76
）　

手
塚
富
雄
『
西
欧
の
こ
こ
ろ
を
た
ず
ね
て
』　

燈
影
舎　

昭
和
六
十
三
年　

七
九
頁

（
77
）　

桶
谷
秀
昭
訳
『
英
文
収
録　

茶
の
本
』　

講
談
社　

平
成
六
年　

一
九
〇
頁

（
78
）　

伊
藤
吉
之
助
が
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
る
一
九
一
九
年
、
在
独
中
家
庭
教
師
を
つ
と
め
て
く
れ
た

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
置
土
産
と
し
て
こ
の
書
を
手
渡
し
た
。（
今
道
友
信
『
知
の
光
を
求
め
て
』　

中
央
公

論
新
社　

平
成
十
二
年
、
一
一
六
頁
に
依
る
。）

（
79
）　

五
・
七
・
五
で
は
な
い
が
、
も
し
『
存
在
と
時
間
』
の
思
想
を
三
行
で
言
い
表
わ
せ
と
い
わ
れ
れ

ば
、
私
な
ら
、
本
文
に
挙
げ
たT

he Book of T
ea

か
ら
の
三
行
を
も
っ
て
そ
れ
に
替
え
る
。
勿

論
、『
存
在
と
時
間
』
が
書
か
れ
る
以
前
の
語
句
で
あ
る
が
。it deals w

ith the present-our-
selves.

のit

は
、
非
人
称
的
な
主
語
のit

と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
行

は
次
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
語
文
に
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。D

as 
D
asein 

ist 
Seiendes, 

dem
 es in seinem

. Sein um
 dieses selbst geht. 

（Sein und Zeit, S.191.

）（
現
存
在
と
は
、

そ
の
存
在
に
お
い
て
、
こ
の
存
在
そ
の
も
の
を
め
ぐ
り
て
こ
れ
に
関
わ
り
行
く
存
在
者
で
あ
る
。）

そ
し
て
続
く
二
行It is in us that yesterday parts from

 to-m
orrow

. T
he Presant is the 

m
oving 

Infinity

は
、
次
の
ド
イ
ツ
語
文
に
対
応
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。D

as 
Sein 

des D
aseins besagt: Sich-vorw

eg-schon-sein-in- 
（der-W

elt

） als Sein-bei 

（innerw
eltlich 

begegnendem
 Seienden

）. （a. a. O
. S.192.

）（
現
存
在
の
存
在
と
は
、（
世
界
内
部
で
出
会
う
存

在
者
の
）
も
と
で
の
現0

滞
在
と
し
て
、
世
界
に
既0

在
し
つ
つ
自
ら
に
予0

在
す
る
こ
と
で
あ
る
。）
そ

れ
故
、
こ
の
現
在
は
、yesterday parts from

 to-m
orrow
と
い
う
よ
う
に
そ
の
動
性
が
鮮
か
に

言
い
表
さ
れ
た
「
動
け
る
不
定
」
で
あ
り
、
そ
の
動
け
る
不
定
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
世
界
内
存
在

は
根
本
的
に
慮
（
ゾ
ル
ゲ
）
で
あ
る
」（a. a. O

. S.193.

）
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
間
に
挟

ま
れ
た
語
句
「
神
の
、
自
然
と
の
出
会
い
」
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
論
の
中
の
次
の
よ
う
な

条
り
が
想
起
さ
れ
る
。
即
ち
、「
地
は
、
天
上
の
も
の
ら
の
建
設
と
し
て
、
聖
な
る
も
の
を
、
つ
ま

り
神
の
領
界
を
、
蔵
し
て
こ
れ
を
担
う
。
地
は
、
天
の
地
と
し
て
の
み
地
で
あ
り
、
天
は
、
地
に
降

り
下
っ
て
引
き
立
つ
こ
と
で
の
み
、
天
で
あ
る
。」（M

. H
eidegger, Erläuterungen zu H

ölder-
lins D

ichtung, V
ittorio K

losterm
ann, 1971. S.161.

）

（
80
）　V

gl. G. N
eske 

（H
erg.

）, Erinnerung an M
artin H

eidegger, Günther N
eske, 1977, 

S.125f.

（
81
）　M

. H
eidegger Gesam

tausgabe, Bd. 79. S.92f.

（
82
）　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』　

第
十
二
巻　

一
七
八
頁

（
83
）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、「
存
在
は
か
く
れ
ざ
れ
ど
も
、
あ
ら
は
れ
ず
」Sein, 

das 
gegen-

w
ärtig ist und doch abw

esend 

（Gesam
tausgabe, Bd. 55, S.339

）
と
語
ら
れ
て
い
る
。

《
付
記
》　

本
学
の
同
僚
・
金
澤
修
氏
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
詩
的
断
片
の
ギ
リ
シ
ア
語
世
界
に
、
盲
人
の

手
を
引
く
よ
う
に
し
て
案
内
し
て
く
れ
た
。
ま
た
、
同
じ
く
本
学
の
同
僚
・
趙
海
城
氏
は
、
蕭
師
毅

の
事
蹟
を
可
能
な
限
り
調
べ
て
く
れ
た
。
両
氏
に
対
し
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
す
る
。




