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序

西
田
幾
多
郎
が
一
九
三
二
年
に
公
に
し
た
論
文
「
私
と
汝
」
は
き
わ
め
て
興
味
深

い
、し
か
し
ま
た
き
わ
め
て
難
解
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
私
と
汝
と

は
絶
対
に
他
な
る
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
「
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
で

あ
り
、
汝
は
私
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ
る
、
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の

底
に
私
が
あ
る②
」と
す
る
こ
の
難
解
な
西
田
の
思
想
を
、
本
稿
で
は
、
同
時
代
の
ド
イ

ツ
の
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
比
較
し
つ
つ
解
釈
す
る
作
業
を
行
っ
て
み
た

い
。
そ
の
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
問
題
と
な

る
事
象
が
「
私
」
と
「
汝
」
と
の
関
係
で
あ
り
、
し
か
も
根
源
的
か
つ
本
来
的
な
そ

れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
主
と
し
て
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
現

存
在
の
共
存
在
の
在
り
方
、
と
り
わ
け
（
世
人
の
そ
れ
で
は
な
く
）
決
意
し
た
現
存
在

の
本
来
的
な
相
互
共
存
在
の
思
想
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
私
と
汝
」と
い
う
事
象
に

即
し
て
、
西
田
哲
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
と
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
見
つ
め
、
両
者

の
「
間
（Z

w
isch

en

）」
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る③
。

ま
ず
、
論
文
「
私
と
汝
」
に
至
る
ま
で
の
西
田
の
思
索
の
歩
み
を
、
こ
こ
で
必
要

な
限
り
に
お
い
て
概
観
す
る
。
そ
の
際
、
適
宜
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
参
照
し
、
両

者
の
比
較
を
行
う
（
第
一
節
）。
次
い
で
論
文
「
私
と
汝
」
の
思
想
を
立
ち
入
っ
て
解

釈
す
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
「
私
と
汝
」
と
い
う
主
題
に
お
い
て
、
西
田
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
際
立
た
せ
る
若
干
の
考
察
を
行
い
、
両
者
の
「
間
」

を
さ
ら
に
考
え
て
い
く
た
め
の
今
後
の
課
題
を
示
し
た
い
（
第
三
節
）。

第
一
節　

論
文
「
私
と
汝
」
へ
の
西
田
の
歩
み

西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
こ
の

論
文
に
至
る
ま
で
の
西
田
の
思
索
の
歩
み
を
そ
の
最
初
期
か
ら
概
観
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
こ
の
作
業
か
ら
、
考
察
を
始
め
た
い
。

処
女
作
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
年④
）に
お
い
て
、
西
田
は
自
ら
の
思
索
の
出
発
点

を
「
純
粋
経
験
」
の
う
ち
に
見
出
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
純
粋
経
験
と
は
、「
未
だ
主

も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
其
対
象
と
が
全
く
合
一
し
て
居
る
」
よ
う
な
「
直
接
経

験
」
で
あ
る
（N

K
Z

 I, 9

）。「
主
客
を
没
し
た
る
知
情
意
合
一
の
意
識
状
態
」（N

K
Z

 

I, 52

）
も
純
粋
経
験
で
あ
る
。「
意
味
と
か
判
断
と
か
い
ふ
も
の
」
は
、
こ
の
統
一
が

「
破
れ
た
」
と
き
に
の
み
、す
な
わ
ち
「
現
在
の
意
識
」
が
「
過
去
の
意
識
」
に
「
結

合
」
す
る
と
き
に
生
じ
て
く
る
（N

K
Z

 I, 14

）。 

こ
れ
に
対
し
、「
意
識
」
が
「
厳
密

な
る
統
一
の
状
態
」
に
あ
り
「
自
ら
発
展
す
る
」
あ
い
だ
は
、「
純
粋
経
験
」
は
持
続

す
る
の
で
あ
る
（N

K
Z

 I, 11f., 14

）。
こ
の
純
粋
経
験
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
厳
密
な

統
一
状
態
に
あ
り
自
ら
発
展
す
る
意
識
諸
現
象
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
「
直
接
経
験
」

の
統
一
さ
れ
た
諸
事
実
こ
そ
が
「
唯
一
の
実
在
」
で
あ
り
「
真
実
在
」
で
あ
る
が

西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
私
」
と
「
汝①

」
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原　
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（N
K

Z
 I, 43, 48, 52

）、
そ
れ
ら
が
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、「
凡
て
の
実
在
の

背
後
に
は
統
一
的
或
者
の
働
き
居
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」（N

K
Z

 I, 55

）。
西

田
は
こ
れ
を
「
統
一
力
」
と
か
「
統
一
的
或
者
」
と
呼
ぶ
。「
物
体
現
象
と
い
ひ
精
神

現
象
と
い
ふ
も
純
粋
経
験
の
上
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、﹇
…
﹈
我
々
の
思
惟
意

志
の
根
柢
に
於
け
る
統
一
力
と
宇
宙
現
象
の
根
柢
に
於
け
る
統
一
力
と
は
直
に
同
一

で
あ
る
」（N

K
Z

 I, 56
）。「
意
識
の
根
柢
に
﹇
…
﹈
働
い
て
居
る
」「
統
一
力
」
と
「
客

観
的
世
界
の
統
一
力
」
と
は
「
同
一
」
な
の
で
あ
り
、「
所
謂
客
観
的
世
界
も
意
識
も

同
一
の
理
に
由
っ
て
成
立
す
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
（N

K
Z

 I, 61f.

）。
西
田
は
こ
の

よ
う
な
純
粋
経
験
と
そ
の
根
柢
の
統
一
力
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
的

な
主
客
二
元
論
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ど
う
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
知
性
と
も
の
と
の
一
致
（ad

aequ
atio 

in
tellectu

s et rei

）」
と
い
う
伝
統
的
真
理
概
念⑤
に
対
し
て
、「
暴
露
し
つ
つ
あ
る

（en
tdecken

d

）」「
現
存
在
」
こ
そ
が
「
第
一
次
的
に
「
真
」」
で
あ
り
、「
現
存
在
の

開
示
性
で
も
っ
て
初
め
て
真
理
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
現
象
が
達
成
さ
れ
る
（[

…] 

w
ird erst m

it d
er E

rsch
lossen

h
eit d

es D
a

sein
s d

a
s u

rsp
rü

n
glich

ste 

P
h

än
om

en
 der W

ah
rh

eit erreich
t

）」
と
述
べ
て
（S

Z
 220f.

）、
デ
カ
ル
ト
的
な
主

客
二
元
論
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
現
存
在
が
「
本

来
性
と
い
う
様
態
（M

odu
s der E

igen
tlich

keit

）」
を
と
っ
た
時
に
こ
そ
、
そ
の
現

存
在
は
「
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
し
う
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
も
っ
と
も
固
有
な

存
在
し
う
る
こ
と
と
し
て
、
お
の
れ
を
お
の
れ
自
身
に
開
示
す
る
」
の
で
あ
り
、
す

べ
て
の
「
世
界
内
部
的
存
在
者
」
も
「
本
来
的
な
開
示
性
」
に
お
い
て
暴
露
さ
れ
て

く
る
（vgl. S
Z

, 221, 223

）。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ

の
よ
う
な
「
本
来
的
様
態
」
に
お
い
て
こ
そ
、「《
世
界
》
と
他
者
た
ち
の
方
か
ら
」

で
は
な
く
、「
お
の
れ
の
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
し
う
る
こ
と
の
方
か
ら
」（S

Z
, 221

）

現
存
在
が
お
の
れ
自
身
と
世
界
と
を
了
解
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
純
粋
な

い
し
直
接
経
験
」
に
対
応
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
そ

の
場
合
、
西
田
の
言
う
よ
う
な
「
統
一
力
」
は
、「
本
来
的
な
気
遣
い
」
や
、
こ
の
気

遣
い
を
可
能
に
す
る
「
既
在
し
つ
つ
現
成
化
す
る
到
来
」
と
し
て
の
「
時
間
性
」（S

Z
 

221

）
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
西
田
の
思
索
の
次
な
る
歩
み
で
あ
る
。
彼
は
『
善
の
研
究
』
の
後
、
第
二

の
著
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』（
一
九
一
七
年
）
に
お
い
て
、「
純
粋
経
験
の
立

場
」
か
ら
「
絶
対
意
志
の
立
場
」
に
進
ん
だ
と
さ
れ
る
。「
フ
ィ
ヒ
テ
の
事
行
の
立
場

を
介
し
て
」
彼
は
純
粋
経
験
の
根
柢
に
潜
む
統
一
力
を
「
絶
対
意
志
」
と
し
て
捉
え

な
お
し
た
の
で
あ
る
（cf. N

K
Z

 I, 3

）。
け
れ
ど
も
彼
は
さ
ら
に
『
働
く
も
の
か
ら
見

る
も
の
へ
』（
一
九
二
七
年⑥
）の
後
半
に
お
い
て
、「
一
転
し
て
「
場
所
」
の
考
に
至
っ

た
」（cf. N

K
Z

 I, 3

）
と
自
ら
回
顧
す
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
「
場
所
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
概
観
を
踏
ま
え
れ

ば
、
場
所
と
は
、〈
そ
こ
に
於
い
て
絶
対
意
志
が
自
ら
働
く
の
を
見
、
自
ら
を
自
覚
す

る
場
所
〉の
こ
と
だ
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
認
識
論
や
現
今
の
認
識
論
は
、

主
観
が
客
観
に
関
係
す
る
こ
と
が
認
識
で
あ
る
と
考
え
、
主
観
と
し
て
の
意
識
が
い

か
に
し
て
客
観
た
る
対
象
に
関
係
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
き
た

（cf. N
K

Z
 III, 415, 417, 420f.

）。け
れ
ど
も
西
田
は
、意
識
が
対
象
に
関
係
す
る
に
は
、

両
者
の
関
係
す
る
「
場
所
」
と
い
う
如
き
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
る

（N
K

Z
 III, 417

）。
こ
れ
が
、
西
田
の
「
場
所
」
の
考
え
方
の
核
心
で
あ
る
。
場
所
そ

の
も
の
は
、
も
は
や
意
識
と
単
純
に
同
一
視
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
場
所
と
は

む
し
ろ
、「
全
然
己
を
空
う
し
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
映
す
意
識
一
般
の
野

0

0

0

0

0

0

」
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
（N

K
Z

 III, 419

）。「
意
識
の
野
は
真
に
自
己
を
空
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
対
象
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
映
す
こ
と
が
で
き
る
」（N

K
Z

 III, 425

）。
西
田

は
さ
ら
に
言
う
。「
対
象
の
於
て
あ
る
場
所
は
所
謂
意
識
も
亦
之
に
於
て
あ
る
場
所
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（N

K
Z

 III, 425

）。
こ
の
「
場
所
」
な
い
し
「
於
て
あ
る
場
所
」

は
、
今
や
「
無
」
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
映
さ
れ
た
意
識
や
対
象
が
〈
対



五
七

西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
私
」
と
「
汝
」

911

象
化
さ
れ
た
有
〉
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
に
対
し
、「
最
も
深
い
意
識
」
で
あ
る
場

所
は
、
そ
の
よ
う
な
有
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
こ
の
「
最
も
深
い

意
識
」
を
「
真
の
無
の
場
所
」
と
呼
ぶ
（N

K
Z

 III, 424, 427

）。
そ
れ
は
〈
見
る
も
の

な
く
し
て
見
る
こ
と
〉と
い
う
事
態
が
生
起
す
る
場
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。「
主

客
合
一
と
か
主
も
な
く
客
も
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
、
唯
、
場
所
が
真
の
無
と
な
る
と

云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
単
に
映
す
鏡
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」（N

K
Z

 III, 426; vgl. au
ch

 N
K

Z
 III, 429

）。
西
田
は
こ
う
し
て
〈
純
粋
経
験
〉

の
立
場
か
ら
〈
真
の
無
の
場
所
〉
の
考
え
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
一
見
す
る
と
、
二
人
の
哲
学

者
は
た
が
い
に
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
存
在
と
時
間
』の
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
道
具
的
存
在
者
や
他
の
現
存
在
が
出
会
わ
れ
て
く
る
の
は
、

そ
れ
ら
へ
の
現
存
在
の
「
気
遣
い
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

当
の
現
存
在
が
本
来
的
様
態
を
と
っ
た
と
き
に
こ
そ
、
世
界
と
自
己
の
「
も
っ
と
も

根
源
的
な
真
理
」
が
開
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
存
在
の
本
来
的
開
示
性
と
い

う
「
場
所
」
は
「
無
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
特
定
の
「
存
在
者
」、
す
な
わ
ち
決

意
し
た
現
存
在
と
い
う
「
存
在
者
」
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い

て
は
、
そ
の
よ
う
な
「
場
所
」
は
、
本
来
的
気
遣
い
と
し
て
の
先
駆
的
決
意
性
に
、

つ
ま
り
本
来
的
な
現
存
在
の
「
存
在
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
西
田
は
〈
真
の
無
の
場
所
〉
の
考
え
を
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
さ
ら
に
一
九
三
〇
年
代
の
西
田
の
思
索
に
立
ち

入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
年
）
に
お
い
て
、
西
田
は
「
自
己
」
が
「
対
象
的

に
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
」、
そ
れ
は
「
真
の
自
己
」
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（N

K
Z

 V, 

71

）。
真
の
自
己
と
は
む
し
ろ
「
無
に
し
て
自
己
自
身
を
見
る
も
の
」
な
の
で
あ
る

（N
K

Z
 V, 81

）。「
無
」
と
は
、反
省
さ
れ
対
象
化
さ
れ
た
自
己
の
根
柢
の
「
形
な
く
し

て
形
あ
る
も
の
を
見
る
も
の
」
で
あ
り
（N

K
Z

 V, 78

）、「
真
の
自
覚
」
と
は
こ
の
無

の
自
己
限
定
に
他
な
ら
な
い
。「
無
が
無
自
身
を
限
定
す
る
」
の
で
あ
る
（N

K
Z

 V
, 

80-81

）。「
自
己
と
し
て
何
物
か
が
見
ら
れ
る
か
ぎ
り
、そ
れ
は
真
の
自
己
で
は
な
い
、

自
己
自
身
が
見
ら
れ
な
く
な
る
時
、
即
ち
無
に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
考
え

ら
れ
る
時
、
真
の
自
己
を
見
る
の
で
あ
る
、
即
ち
真
に
自
覚
す
る
の
で
あ
る
」（N

K
Z

 

V, 93

）。
西
田
は
こ
の
自
覚
を
「
絶
対
無
の
自
覚
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
「
絶
対
に
無

に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
真
の
自
己
を
見
る
」
こ
と
を
意

味
す
る
（N

K
Z

 V, 93

）。
そ
れ
ゆ
え
「
絶
対
無
」
と
は
「
単
に
何
物
も
な
い
と
い
ふ
意

味
で
は
な
い
」（N

K
Z

 V, 93

）。
有
の
単
な
る
否
定
（
非
有
）
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
決
し

て
有
に
先
立
つ
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、絶
対
無
は
そ
の
よ
う
な
非
有
で
は
な
く
、

む
し
ろ
有
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
、
す
べ
て
の
有
を
生
み
だ
し
う
る
も
の
な
の
で
あ

る
。し

か
し
こ
れ
に
対
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、真
の
自
己
を
「
無
」

の
内
に
見
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
、
さ
し
あ
た
り
は
思
わ
れ
る
。「
自
己
性
は
、
実
存

論
的
に
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
し
う
る
こ
と
に
即
し
て
の
み
、
言
い
換
え
れ
ば
、

気
遣
い
と
し
て
の
現
存
在
の
存
在

0

0

の
本
来
性
に
即
し
て
の
み
読
み
取
ら
れ
う
る
」（S

Z
 

322

）。
彼
は
あ
く
ま
で
お
の
れ
の
死
へ
の
先
駆
に
お
い
て
決
意
し
た
「
本
来
的
な
自

己
存
在
し
う
る
こ
と
」
の
う
ち
に
、真
の
「
自
己
性
（S

elbsth
eit

）」
を
見
る
。
決
意

し
た
「
自
己
の
不
断
の
自
立
性
（S

elbst-stän
digkeit

）」、「
気
遣
い
と
し
て
の
現
存

在
の
存
在

0

0

の
本
来
性
（E

igen
tlich

keit des S
ein

s des D
asein

s als S
orge

）」
こ
そ

が
真
の
自
己
を
支
え
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（S

Z
 

322f.
）。

西
田
は
さ
ら
に
、
絶
対
無
の
自
覚
を
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
し
て
も
主
題

化
し
て
い
く
（N

K
Z

 V, 109-110

）。
彼
に
よ
れ
ば
、「
現
在
」
は
、「
何
処
ま
で
も
摑
む

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
い
う
意
味
で
「
無
」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
無
」
は

自
身
を
「
現
在
」
と
し
て
限
定
す
る
。
こ
れ
が
ま
さ
に
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
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で
あ
る
（N

K
Z

 V, 112

）。
そ
し
て
こ
の
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
「
ノ
エ
マ
的
方
向
」

に
「
物
の
世
界
」
な
い
し
「
認
識
対
象
界
」
が
成
立
し
、
対
し
て
「
ノ
エ
シ
ス
的
方

向
」
に
は
「
人
格
の
世
界
」
な
い
し
「
意
識
の
世
界
」
が
成
立
す
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
（N

K
Z

 V, 110-111, 113

）。

他
方
、『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
な
る
ほ
ど
決
意
し
た
現
存
在
の
本
来

的
自
己
存
在
の
根
底
に
、「
本
来
的
気
遣
い
の
意
味
」
と
し
て
、「
時
間
性
」
を
見
出

し
て
は
い
る
（S

Z
, 326

）。
け
れ
ど
も
こ
の
「
本
来
的
な
時
間
性
」
は
、「
既
在
し
つ

つ
現
成
化
す
る
到
来
」
と
し
て
、「
本
来
的
な
到
来
の
方
か
ら
時
熟
す
る
」（S

Z
, 326, 

329

）。
こ
の
よ
う
な
「
到
来
が
優
位
を
も
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

」（S
Z

, 329

）
時
間
性
は
、一
見
す
る
と
、

西
田
の
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
れ
ま
で
、
論
文
「
私
と
汝
」
に
至
る
ま
で
の
西
田
の
思
索
の
展
開
を
、

適
宜
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
比
較
し
つ
つ
、ご
く
簡
単
に
た
ど
っ

て
き
た
。
そ
の
際
の
我
々
の
意
図
は
本
来
、
西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
「
近
さ
と
遠

さ
」
を
見
極
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
「
間
」
を
考
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
我
々
は
両
者
の
「
近
さ
」
で
は
な
く
「
遠
さ
」
ば
か

り
を
際
立
た
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
両
者
は
本
当
に

「
遠
い
」
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

今
や
我
々
は
西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
の
思
想
を
十
分
に
理
解
し
う
る
地
点
ま
で

来
て
い
る
。
ま
ず
は
次
節
で
、
そ
の
思
想
を
、
私
た
ち
の
考
察
に
必
要
な
限
り
で
ま

と
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節　

西
田
に
お
け
る
「
私
と
汝
」

論
文
「
私
と
汝
」
で
、
西
田
は
、
自
ら
が
到
達
し
た
ば
か
り
の
「
絶
対
無
の
自
覚
」

な
ら
び
に
「
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
」
の
立
場
か
ら
、「
私
」
と
「
汝
」
の
関
係
を
考

察
し
て
い
る
。
論
文
の
冒
頭
で
彼
は
ま
ず
、「
時
」
が
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し

て
、
ま
さ
に
「
非
連
続
の
連
続
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

時
は
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
到
る
所
に
消
え
、
到
る
所
に
生
れ
る
の
で

あ
る
。
故
に
時
は
各
の
瞬
間
に
於
て
永
遠
の
今
に
接
す
る
の
で
あ
る
。
時
は
一

瞬
一
瞬
に
消
え
、
一
瞬
一
瞬
に
生
れ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
非
連
続
の
連
続

0

0

0

0

0

0

と
し

て
時
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V
 267f.

）

「
す
べ
て
有
る
も
の
は
時
に
於
て
あ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
（vgl. N

K
Z

 V, 272

）、「
真

の
生
命
」
も
ま
た
非
連
続
の
連
続
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
真
の
生

命
は
、
絶
対
に
死
し
て
絶
対
の
底
か
ら
生
ま
れ
る
「
弁
証
法
的
運
動
」（vgl. N

K
Z

 V, 

274f.

）
に
お
い
て
あ
る
。

真
の
生
命
と
い
ふ
べ
き
も
の
は
、﹇
…
﹈
非
連
続
の
連
続
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

死
し
て
生
れ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。﹇
…
﹈真
の
生
命
と
い
ふ
の

は
、
唯
私
の
所
謂
死
即
生
な
る
絶
対
面

0

0

0

0

0

0

0

0

の
自
己
限
定
と
し
て
の
み
考
へ
得
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
に
限
定
す
る
も
の
な
き
も
の
の
自
己
限
定
と
し
て

の
み
考
へ
得
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈我
々
は
我
々
の
個
人
的
自
己
の
自
己
限
定
の

底
に
於
て
、
絶
対
の
無

0

0

0

0

に
撞
着
す
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V
 278f.

）

我
々
の
個
人
的
自
己
と
考
へ
る
も
の
は
、
皆
か
ゝ
る
絶
対
無
の
限
定
面
的
限
定

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
之
に
於
て
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V
 280

）

我
々
の
生
命
の
真
の
実
在
性
は[

…]

、
絶
対
に
死
し
て
生
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

所
に
あ
る
の
で

あ
る
。
我
々
は
絶
対
の
底
か
ら
生
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
我
々
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の
生
命
は
過
去
か
ら
生
れ
る
の
で
は
な
く
、
未
来
か
ら
生
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が

で
き
る
、
否
、
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る

と
い
ふ
意
味
に
於
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
生
命
は
非
連
続
の
連
続
と
し

て
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V, 280

）

我
々
の
生
は
、
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
非
連
続
の
連
続
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、「
絶
対
に
死
し
て
蘇
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
弁
証
法
的

0

0

0

0

に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も

の
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
弁
証
法
的
に
自
己
を
限
定
す
る
も
の
は
、
そ
れ

は
そ
れ
で
「
真
の
絶
対
無
の
限
定

0

0

0

0

0

0

0

0

」
な
の
で
あ
る
（vgl. N

K
Z

 V, 279

）。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
述
の
引
用
で
「
未
来
か
ら
」
生
ま

れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
我
々
の
生
が
、
ま
さ
に
未
来
の
ほ
う
か
ら
限
定
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
西
田
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に

於
て
、
之
に
於
て
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
我
々
は
、
何
処
ま
で
も
過
去
か
ら
限
定

せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
我
々
は
現
実
の
底
か
ら
何
処
ま
で
も
物

質
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
て
居
る
、
我
々
は
身
体
を
有
つ
こ
と
に
よ
っ
て
我
々

で
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
汝
と
共
に
同
じ
物
質
で
あ
る
と
も
云
へ
る﹇
…
﹈。
併

し
我
々
は
単
に
か
ゝ
る
環
境
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
我
々
は
単

な
る
物
質
で
は
な
い
。
私
も
汝
も
共
に
働
く
も
の
と
し
て
瞬
間
的
限
定
の
尖
端

に
於
て
未
来
か
ら
の
限
定

0

0

0

0

0

0

0

の
意
味
を
有
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈我
々
が
各

自
に
有
す
る
意
識
面
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
斯
く
未
来
か
ら
の
限
定

0

0

0

0

0

0

0

の
意
味

に
於
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V, 288f.

）

﹇
…
﹈
斯
く
し
て
、
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ひ
、
我
々
は
瞬
間
的
限

定
の
尖
端
に
於
て
未
来
か
ら
限
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（N
K

Z
 V, 289

）

瞬
間
的
限
定
の
尖
端
に
於
て
、
時
が
未
来
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
意
味
に

於
て
、
我
々
は
働
く
も
の
と
し
て
有
る
と
い
ふ
時
、
我
々
は
無
限
な
る
当
為
に

よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。（N

K
Z

 V, 291

）

し
か
し
、
こ
の
未
来
か
ら
の
限
定
と
は
、
西
田
に
よ
れ
ば
、
ふ
た
た
び
〈
絶
対
に

死
し
て
生
ま
れ
る
〉
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
〈
絶
対
の
死
か
ら
蘇
る
〉
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
在
り
方
は
「
弁
証
法
的
存
在
」
と
呼
ば
れ
る
。

真
の
弁
証
法
的
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
絶
対
の
死
に
よ
っ
て
生
れ
る
と

い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。﹇
…
﹈
蘇
生
の
期
待
を
有
つ
と
い
ふ
こ
と
す

ら
、
真
に
死
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
か
ゝ
る
絶
対
の
死
よ
り
蘇
る
も
の
が
、
真

に
人
格
的
自
由
の
自
己
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
に
弁
証
法
的
存

0

0

0

0

0

在0

と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V, 293

）

生
を
弁
証
法
的
存
在
と
捉
え
る
こ
う
し
た
見
方
に
基
づ
い
て
、
西
田
は
さ
ら
に

「
私
」
と
「
汝
」
と
の
関
係
も
考
察
し
て
い
く
。
彼
は
ま
ず
、「
私
が
私
自
身
を
知
る

と
い
ふ
自
覚
」の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
始
め
る
。
そ
れ
は「
自

己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
」
と
は
い
か
な
る
事
態
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る

（N
K

Z
 301

）。

自
己
が
自
己
に
於
て
自
己
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
、
自
己
が
自
己
に
於
て
絶0

対
の
他

0

0

0

を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
絶
対
の
他
は
即
ち
自
己
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
か
ゝ
る
意
味
に
於

て
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
を
包
む
も
の
は
、
限
定
す
る
も
の
な
き
限
定
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と
し
て
無
の
一
般
者
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
無
媒

介
的
媒
介
、
非
連
続
的
連
続
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
…
﹈

自
己
が
自
己
自
身
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
斯
く
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、

即
ち
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（N

K
Z

 V, 

302

）

前
節
で
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
自
覚
と
は
、「
無
」
と
い
う
一
般

者
が
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
自
覚
に
お
い
て
「
自
己
が
自
己
に
於
て

絶
対
の
他

0

0

0

0

を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
絶
対
の
他
は
即
ち
自
己
で
あ
る
」

と
い
う
弁
証
法
的
な
事
態
が
生
起
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
「
絶
対
の
他
」
と
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
、
い
や
、
そ
も
そ
も
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

自
己
の
内
に
自
己
を
見
る
と
い
ふ
自
覚
に
於
て
、
内
に
見
ら
れ
る
絶
対
の
他
と

考
へ
ら
れ
る
も
の
は
物
で
は
な
く
し
て
、
他
人

0

0

と
い
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
﹇
…
﹈。（N

K
Z

 V, 304: B
W

 315: L
O

 176

）

自
己
自
身
の
内
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
真
の
自
覚
と
い
ふ
も
の

は
、
社
会
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
と
人
と
の
空
間
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
基

礎
附
け
ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
と
汝

0

0

0

と
は
各
自
の
底
に
絶
対
の
他

0

0

0

0

を
認
め
、
互
に
絶
対
の
他
に
移
り
行
く
が
故
に
、
私
と
汝
と
は
絶
対
の
他
な
る

と
共
に
内
的
に
相
移
り
行
く
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
私
と
汝
と
は
互
に
弁
証

0

0

法
的
関
係

0

0

0

0

に
立
つ
の
で
あ
る
。（N

K
Z

 V, 306

）

こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
し
て
、「
自
己
の
内
に
自
己
を
見
る
と
い
ふ
自
覚
に
於
て
、
内

に
見
ら
れ
る
絶
対
の
他
」
な
る
も
の
が
「
汝
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
絶

対
無
の
自
覚
に
於
い
て
は
「
私
」
と
「
汝
」
と
が
、
ど
ち
ら
も
他
に
優
先
す
る
こ
と

な
く
、
い
わ
ば
同
時
に
、「
弁
証
法
的

0

0

0

0

」
運
動
に
お
い
て
生
起
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

私
と
汝
と
は
絶
対
に
他
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
私
と
汝
と
を
包
摂
す
る
何
等
の
一

般
者
も
な
い
。
併
し
私
は
汝
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
汝
は
私
を

0

0

0

0

認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
私
の
底
に
汝
が
あ
り
、
汝
の
底
に
私
が
あ

る
﹇
…
﹈。（N

K
Z

 V, 297

）

私
は
絶
対
の
他
な
る
汝
を
媒
介
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

私
自
身
を
知
り
、
汝
は
絶
対
の
他
な
る

0

0

0

0

0

0

私
を
媒
介
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

汝
自
身
を
知
る
の
で
あ
る
、
私
と
汝
と
の
底
に
は
弁
証
法
的

0

0

0

0

直
観

0

0

の
意
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（N

K
Z

 V, 311

）

私
が
私
の
自
己
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
逆
に
私
が
絶
対
の

0

0

0

0

0

他
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
私
自
身
を
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
、
か
ゝ

る
意
味
に
於
て
我
々
の
個
人
的
自
覚

0

0

0

0

0

と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

（N
K

Z
 V, 317

）

私
と
汝
と
は
「
絶
対
に
他
な
る
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
我
々
の
「
個
人
的
自

覚
」
は
、
私
が
私
の
底
に
汝
を
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
自
身
を
も
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ま
た
汝
が
汝
の
底
に
私
を
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
汝
自
身
を
も
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
「
弁
証
法
的
直
観
」
に
お
い
て
の
み
成
立
し
う
る
。
私
の

個
人
的
自
覚
は
（
そ
し
て
汝
の
個
人
的
自
覚
も
ま
た
）、
絶
対
無
の
自
覚
に
お
い
て
、
こ

の
よ
う
に
ひ
と
え
に
「
弁
証
法
的
」
に
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
私
と
汝
と
の
弁
証
法
的
関
係

は
、
た
が
い
に
呼
び
か
け
答
え
合
う
関
係
で
も
あ
る
。
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西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
私
」
と
「
汝
」

915

私
は
汝
の
呼
び
か
け

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
汝
を
知
り
、
汝
は
私
の
呼
び
か
け

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
私

を
知
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈私
の
根
柢
に
汝
が
あ
り
汝
の
根
柢
に
私
が
あ
る
と
云

ふ
こ
と
が
で
き
る
。
か
ゝ
る
弁
証
法
的
限
定
に
於
て
は
私
に
於
て
見
る
他
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
は
、
単
な
る
他
で
は
な
く
し
て
汝
の
呼
声

0

0

0

0

の
意
味
を
有
っ
て
ゐ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
…
﹈
私
は
こ
の
他
に
於
て
汝
の
呼
声

0

0

0

0

を
、汝
は
こ
の
他

に
於
て
私
の
呼
声

0

0

0

0

を
聞
く
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。（N

K
Z

 V, 310f.

）

私
は
汝
が
私
に
応
答
す
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
汝
を
知
り
、
汝
は
私
が
汝
に
応
答
す

0

0

0

0

0

る0

こ
と
に
よ
っ
て
私
を
知
る
の
で
あ
る
。
私
の
作
用
と
汝
の
作
用
と
が
合
一
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
私
が
汝
を
知
り
汝
が
私
を
知
る
の
で
は
な
く
、
互
に
相
対
立

0

0

0

0

0

し
相
応
答
す
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
相
知
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈私
が
汝
の
情
緒
に
移

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
汝
を
知
る
の
で
は
な
く
、
私
と
い
ふ
人
格
が
汝

と
い
ふ
人
格
に
直
に
応
答
す
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
私
が
汝
を
知
る
の
で
あ
る
。
故

に
私
は
汝
と
同
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
汝
を
知
る
よ
り
も
、
寧
ろ
汝
と
相
争
ふ

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
一
層
よ
く
汝
を
知
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
斯
く
応

答
に
よ
っ
て
私
が
汝
を
知
り
汝
が
私
を
知
る
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
、
汝
の
応

0

0

0

答
な
く
し
て
私
は
私
自
身
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
又
私
の
応
答
な
く
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

汝
は
汝
自
身
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。（N

K
Z

 V, 306
）

引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
西
田
は
、
私
が
汝
の
呼
声
を
聞
き
そ
れ
に
応
答
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
私
は
汝
と
私
自
身
を
知
り
、
汝
は
私
の
呼
声
を
聞
き
そ
れ
に

応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
私
と
汝
自
身
を
知
る
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
呼
び
か
け
応
答
し
合
う
私
と
汝
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
基
づ
い
て
、
西
田
は
さ
ら

に
「
歴
史
」
を
も
論
じ
て
い
く
。

真
の
実
在
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
時
が
成
立
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
瞬
間
的
限
定
の
底
に
於
て
、
私
と
汝
と

0

0

0

0

が
相
見

0

0

0

、
相
話
す

0

0

0

所
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
始
歴
史
的

0

0

0

0

0

で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
﹇
…
﹈。（N

K
Z

 V, 318

）

私
と
汝
と
は
絶
対
の
非
連
続
と
し
て
、
私
が
汝
を
限
定
し
汝
が
私
を
限
定
す
る

の
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
の
底
に
絶
対
の
他
と
し
て
汝
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、我
々
の
自
覚
的
限
定
と
考
へ
る
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

﹇
…
﹈
併
し
我
々
の
個
人
的
自
覚
と
い
ふ
の
も
、﹇
…
﹈
自
己
自
身
の
中
に
自
己

を
見
て
行
く
無
限
の
過
程

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
而
し
て
そ
の
底
に
絶
対
の

他
を
見
る
と
い
ふ
意
味
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
私
は
昨
日

0

0

の
私
を
汝
と
見
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
昨
日
の
私
は
今
日
の
私
を
汝
と
見
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と

に
よ
っ
て
、
私
の
個
人
的
自
己
の
自
覚
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
、

非
連
続
の
連
続
と
し
て
我
々
の
個
人
的
自
覚
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。﹇
…
﹈自
己
の
底
に
絶
対
の
他
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
自
己
と
な
る

と
考
へ
ら
れ
る
人
格
的
自
己
と
い
ふ
も
の
は
何
処
ま
で
も
歴
史
的
に
限
定
せ
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

れ
た

0

0

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹇
…
﹈。（N

K
Z

 V, 324

）

か
く
し
て
西
田
は
、「
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
他
を
見
る
と
い
ふ
絶
対
無
の
自
覚

的
限
定
」
は
「
社
会
的

0

0

0

・
歴
史
的
限
定

0

0

0

0

0

」
に
他
な
ら
ず
、「
我
々
の
底
に
見
ら
れ
る
絶

対
の
他
」
は
「
過
ぎ
去
っ
た
汝

0

0

0

0

0

0

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。「
過
去
を
単
な

る
過
去
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
過
ぎ
去
っ
た
汝

0

0

0

0

0

0

と
し
て
過
去
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
真
の
歴
史

0

0

0

0

が
始
ま
る
﹇
…
﹈。
単
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
が
歴
史
で
は
な
く
、

歴
史
に
於
て
は
い
つ
も
過
ぎ
去
っ
た
汝
と
現
在
の
私
と
が
相
逢
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
そ
こ

に
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
と
し
て
の
歴
史
の
実
在
性
が
あ
る
の
で
あ
る
」（N

K
Z

 V
, 

325f.

）。
歴
史
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
、
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
に
お
け
る
私
と
汝
と
の



六
二
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弁
証
法
的
関
係
か
ら
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

論
文
「
私
と
汝
」
に
お
い
て
西
田
は
、
絶
対
無
の
自
覚
的
限
定
の
う
ち
に
「
私
」

の
み
な
ら
ず
、
絶
対
の
他
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

「
汝0

」
を
も
見
出
し
た
。
し
か
も
彼
は
、
こ
の

「
私
」
と
「
汝
」
と
が
、ま
さ
に
「
絶
対
無
の
自
己
限
定
」
と
し
て
の
「
弁
証
法
的
運

動
」（N

K
Z

 V, 297
）
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
他
に
優
先
す
る
こ
と
も
な
く
、
い
わ
ば

同
時
に
、「
弁
証
法
的
」
に
成
立
し
て
く
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弁
証

法
的
運
動
に
お
い
て
こ
そ
、「
人
格
的
世
界
」（N

K
Z

 V
, 322

）
も
「
歴
史
の
世
界
」

（N
K

Z
 V, 325

）
も
成
り
立
つ
と
西
田
は
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

第
三
節　

西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
さ
と
遠
さ

前
節
で
の
考
察
に
よ
っ
て
我
々
は
、
西
田
が
論
文
「
私
と
汝
」
に
お
い
て
、〈
絶
対

無
の
自
覚
的
限
定
に
よ
っ
て
「
私
」
と
「
汝
」
と
が
、
い
わ
ば
同
時
に
、「
弁
証
法

的
」
に
発
現
し
て
く
る
〉
と
す
る
思
想
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

今
こ
こ
で
再
び
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
目
を
転
じ
て
み
る
な
ら
ば
、

さ
し
あ
た
り
、
西
田
の
こ
の
思
想
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
と
は
、
一
見
全
く
相
容
れ

な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。

『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、現
存
在
は
そ
の
つ
ど
私
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
し
、
ま
た
現
存
在
は
お
の
れ
の
死
へ
と
先
駆
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

決
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

本
来
的
自
己
と
な
り
う
る
。
し
か
も
、
お
の
れ
自
身
へ
の
こ
の
決
意
性
に
よ
っ
て
こ

そ
初
め
て
、「
現
存
在
」
は
「
共
存
在
し
つ
つ
あ
る
他
者
た
ち
を
、
彼
ら
の
も
っ
と
も

固
有
な
存
在
し
う
る
こ
と
に
お
い
て
「
存
在
」
せ
し
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
る
。「
決
意
し
た
現
存
在
は
他
者
の
「
良
心
」
と
な
る
こ
と
が
あ

る
」
が
、
そ
れ
は
、「
決
意
性
の
本
来
的
な
自
己
存
在
の
う
ち
か
ら
本
来
的
な
相
互
共

存
在
が
初
め
て
発
現
す
る
」
か
ら
で
あ
る
（S

Z
 298

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
明
ら
か
に
、

決
意
し
た
本
来
的
な
自
己
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
し
て
こ
の
本
来
的
自
己
か
ら
し
て
初

め
て
、
他
者
た
ち
と
の
本
来
的
な
相
互
共
存
在
が
可
能
に
な
る
、
と
考
え
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
彼
は
、
自
己
と
他
者
た
ち
が
「
弁
証
法
的
」
に
成
立

し
て
く
る
な
ど
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
決
意
し
た
現
存
在
が
お
の
れ
固
有
の
死
へ
と
先
駆
す
る
と
い
う

事
態
を
よ
り
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
決
意
し
た
本
来
的
現
存
在

が
、
西
田
の
言
う
「
自
己
」

―
す
な
わ
ち
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
「
絶
対

に
死
し
て
」「
未
来
か
ら
生
ま
れ
る
」
自
己

―
と
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と

は
、
そ
う
簡
単
に
は
言
え
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、「
絶
対
の

死
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
」
も
の
、「
絶
対
の
死
よ
り
蘇
る
も
の
」
こ
そ
「
真
に
人
格
的

自
由
の
自
己
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
（N

K
Z

 V, 293

）、
こ
の
自
己
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
言
う
「
決
意
し
た
本
来
的
な
自
己
存
在
」
と
全
く
異
質
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

西
田
は
、「
自
己
」
の
中
に
見
ら
れ
る
「
絶
対
の
他
」、「
絶
対
に
他
な
る
も
の
」
こ
そ

が
「
私
を
し
て
私
た
ら
し
め
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
死
即
生
」
を
真
に
意
味

す
る
と
述
べ
て
い
る
が
（N

K
Z

 V, 295

）、
も
し
西
田
の
言
う
「
絶
対
の
他
」
が
、
こ

こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
が
も
は
や
絶
対
的
に
自
己
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
「
お
の
れ
自
身
の
死
」
と
し
て
解
さ
れ
う
る
と
し
た
ら
、
自
己
の
内
に
絶
対

の
他
を
見
、
絶
対
の
他
の
内
に
自
己
を
見
る
こ
の
西
田
の
自
己
の
在
り
方
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
言
う
〈
お
の
れ
自
身
の
死
へ
と
先
駆
し
つ
つ
決
意
す
る
本
来
的
な
自
己
存

在
〉
と
、
お
そ
ら
く
そ
う
遠
く
隔
た
っ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、西
田
は
、「
瞬
間
が
瞬
間
自
身
を
限
定
す
る
」「
永

遠
の
今
の
自
己
限
定
」
に
お
い
て
は
、
我
々
は
「
何
処
ま
で
も
過
去
か
ら
限
定
せ
ら

れ
る
」
と
と
も
に
、
そ
の
「
瞬
間
的
限
定
の
尖
端
」
に
お
い
て
は
我
々
自
身
を
「
未

来
か
ら
限
定
す
る
」
と
考
え
て
い
る
が
（N

K
Z

 V
, 288f.

）、
こ
の
思
想
も
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
現
存
在
の
先
駆
的
決
意
性
の
思
想
と
相
通
じ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
は
「
受
け
継
が
れ
た
被
解
釈
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の0
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中
か
ら

0

0

0

「
も
っ
と
も
固
有
な
、
没
交
渉
的
な
、
追
い
越
し
え
な
い
可
能
性
」
と
し
て

の
お
の
れ
自
身
の
死
へ
と
先
駆
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
の
れ
自
身
へ
と
到
来
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
の
れ
自
身

0

0

0

0

0

の
死
の
方
か
ら

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
つ
ど
「
瞬
視

0

0

（A
u

gen
blick

）」
に
お
い
て

0

0

0

0

「
既
在
し
て
い
た

実
存
可
能
性
の
ひ
と
つ
」
を
取
り
返
し
つ
つ
お
の
れ
に
「
伝
承
し
」、そ
れ
に
「
応
答

す
る
」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（vgl. S

Z
 250, 383-386

）。

確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
決
意
し
た
本
来
的
な
自
己
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

の
う
ち
か
ら
本
来
的
な

0

0

0

0

相
互
共
存
在

0

0

0

0

0

が
初
め
て
発
現
す
る
」（S

Z
 298

）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
に
よ

れ
ば
、
決
意
し
た
本
来
的
な
現
存
在
の
「
本
来
的
な
実
存
的
了
解
」
は
、「
現
事
実
的

0

0

0

0

に
他
者
と
共
に
実
存
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
な
か
で
受
け
継
が
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
そ
の
時
々
の
今
日
的
な

「
平
均
的
」
な
公
共
的
な

0

0

0

0

現
存
在
の
被
解
釈
性
」
と
い
う
「
こ
の
受
け
継
が
れ
た
被
解

釈
性
」
か
ら
発
し
、「
そ
う
し
た
解
釈
性
に
反
抗
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
い
て
再
び
そ

う
し
た
被
解
釈
性
の
た
め
に
、選
ば
れ
た
可
能
性
を
決
意
に
お
い
て
掴
み
取
る
」（S

Z
 

383

）。「
決
意
性
」
は
「
本
来
的
実
存
の
そ
の
時
々
の
現
事
実
的
な
諸
可
能
性
」
を
、

ま
さ
に
「
決
意
性
が
被
投
的
決
意
性
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
遺
産
の
う
ち
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

開

示
す
る
」（S

Z
 383

）。「
本
来
的
な
決
意
性
」
に
お
け
る
「
現
存
在
の
根
源
的
な
生
起
」

の
う
ち
で
は
、「
現
存
在
は
、
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
り
つ
つ
、
相
続
さ
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
び
取
ら
れ
た
可
能
性
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
お
の
れ
を
お
の
れ
自

身
に
伝
承
す
る
」
の
で
あ
る
（S
Z

 384

）。

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
先
駆
的
に
決
意
し
た
現
存
在
に
よ
る
伝

承
は
、「
現
に
そ
こ
に
既
在
し
て
い
た
現
存
在
の
諸
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
の
対
話
や
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
そ
れ
ら
と
の
「
闘
争
」
に
お
い
て
、初
め
て
成
立
す
る
。「
既
在
し
た
何
ら
か

の
可
能
性
を
取
り
返
し
つ
つ
お
の
れ
に
伝
承
す
る
こ
と
」
は
、「
現
に
そ
こ
に
既
在
し

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
た
実
存
の
可
能
性
に
決
意
し
つ
つ
応
答
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

（S
Z

 385f. ⑦
）。
と
す
れ
ば
、
先
駆
し
決
意
す
る
本
来
的
現
存
在
は
、
お
の
れ
の
底
に
、

現
に
そ
こ
に
既
在
し
て
い
た
他
者
た
ち（
す
な
わ
ち
過
去
の
現
存
在
た
ち
）か
ら
引
き
受

け
た
大
い
な
る
遺
産
を
〈
受
け
継
が
れ
た
実
存
の
諸
可
能
性
〉
と
し
て
持
ち
、
そ
れ

ら
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
初
め
て
、
本
来
的
に
決
意
す
る
自
己
た
り
え

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
態
は
、

西
田
の
言
う
「
私
の
自
己
自
身
の
底
に
見
る
絶
対
の
他
」
と
し
て
の
「
汝
」
が
「
無

限
の
底
か
ら
内
面
的
に
私
を
限
定
す
る
無
限
の
過
去
と
し
て
の
汝
、
即
ち
過
ぎ
去
っ

た
汝
」
で
あ
る
と
い
う
事
態
（N

K
Z

 V, 326f.

）
と
相
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

西
田
の
言
う
「
絶
対
の
他
」「
絶
対
の
汝
」
と
は
、「
お
の
れ
の
死
」
や
「
無
限
の

過
去
」
な
ど
、〈
い
わ
ゆ
る
こ
の
「
私
」
が
け
っ
し
て
到
達
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
「
私
」
が
「
私
」
自
身
で
あ
る
た
め
に
は
、
応
答
せ
ざ
る
を
え
な
い
（
そ

の
意
味
で
「
人
格
的
」
な
）
す
べ
て
の
も
の
〉
を
包
括
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
「
汝
」
を
「
私
」
の
底
に
見
、
ま
た
そ
う
し
た
「
汝
」
の
う
ち
に
「
私
」

を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
私
」
と
「
汝
」
と
が
「
永

遠
の
今
の
自
己
限
定
」
に
お
い
て
と
も
に
成
立
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

こ
う
し
た
西
田
の
思
想
は
、〈
決
意
し
た
現
存
在
の
、
他
の
現
存
在
た
ち
と
の
本
来
的

な
相
互
共
存
在
〉
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
と
、
そ
う
遠
く
隔
た
っ
て
は
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
駆
し
つ
つ
決
意
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
的
現
存
在
も
、「
没

交
渉
的
で
追
い
越
し
え
な
い
可
能
性
」
と
い
う
意
味
で
〈
絶
対
に
他
な
る
も
の
〉
で

あ
る
お
の
れ
自
身
の
死
へ
と
先
駆
し
、
現
に
そ
こ
に
既
在
し
て
い
た
現
存
在
か
ら
受

け
継
が
れ
た
諸
可
能
性
を
お
の
れ
自
身
へ
と
伝
承
し
、
し
か
も
「
相
互
共
存
在
」
と

し
て
、
そ
の
つ
ど
「
瞬
視
」
に
お
い
て
他
者
た
ち
と
共
に
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。

本
来
的
な
現
存
在
が「
本
質
上
他
者
と
共
な
る
共
存
在
に
お
い
て
実
存
す
る
か
ぎ
り
、

そ
う
し
た
現
存
在
の
生
起
は
、共
生
起
（M

itgesch
eh

en

）
な
の
で
あ
る
」（S

Z
 384

）。

た
だ
し
、
西
田
の
「
私
と
汝
」
に
お
い
て
は
、「
私
」
と
「
汝
」
と
が
弁
証
法
的
に

発
現
し
て
く
る
そ
の
底
に
見
届
け
ら
れ
て
い
た
の
は
「
絶
対
無

0

0

0

」
で
あ
っ
た
。「
私
」

と「
汝
」と
は
絶
対
無

0

0

0

の
自
己
限
定
な
い
し
自
覚
的
限
定
と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
っ
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た
。
そ
れ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、〈
決
意
し
た
現
存
在

の
、
他
者
た
ち
と
の
本
来
的
な
相
互
共
存
在
〉
の
底
に
見
つ
め
て
い
た
も
の
は
、
何

だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
現
存
在
の
共
生
起
（M

itgesch
eh

en

）」
で
あ
り
（S

Z
 

384

）、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
存
在
」
の
生
起
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
「
現
存
在
の
完
全
な
本
来
的
な
生
起
」
に
お
い
て
は
、
現
存
在
は
「
お
の

0

0

れ
の
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
り
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
死
に
突
き
あ
た
っ
て
打
ち
砕
け
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

お
の
れ

の
現
事
実
的
な
現
へ
と
投
げ
返
さ
れ
」「
相
続
さ
れ
た
可
能
性
を
お
の
れ
自
身
に
伝
承

し
つ
つ
、
お
の
れ
の
固
有
な
被
投
性
を
引
き
受
け
て
「
お
の
れ
の
時
代
」
に
向
か
っ

て
瞬
視
的
に
存
在
す
る
」（S

Z
 385

）。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、そ
う
し
た
「
死
へ
と
関
わ

る
本
来
的
存
在
（das eigen

tlich
e S

ein
 zu

m
 T

ode

）」（S
Z

 386

）
の
生
起
に
は
、「
お

の
れ
の
実
存
の
可
能
的
な
不
可
能
性
」
と
し
て
の
「
死
」
と
い
う
「
無
（N

ich
ts

）」

（S
Z

 266

）
が
抜
き
が
た
く
喰
い
込
ん
で
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
「
無
」
は
、
相
互
共
存
在
の
本
来
的
な
生
起
の
根
底

に
見
届
け
ら
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
公
刊
後
、
存
在
と
無
と
の
緊
密
な
関
係

に
つ
い
て
思
索
を
深
め
て
い
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、「
形
而
上
学
と

は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
い
く
つ
か
の
箇
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

無
は
お
の
れ
を
不
安
の
う
ち
で
露
呈
す
る

―
し
か
し
存
在
者
と
し
て
で
は
な

い
。﹇
…
﹈無
は
不
安
の
う
ち
で
全
体
と
し
て
の
存
在
者
と
一
体
に
な
っ
て
出
会

わ
れ
る
。（G
A

 9, 113

）

全
体
と
し
て
滑
り
落
ち
て
行
く
存
在
者
へ
と
全
体
と
し
て
逸
脱
し
遠
ざ
か
り
つ

つ
指
示
す
る
こ
と
﹇
…
﹈
が
、
無
の
本
質
、
す
な
わ
ち
無
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

﹇
…
﹈無
そ
れ
自
身
が
無
化
す
る
の
で
あ
る（D

as N
ich

ts selbst n
ich

tet

）。（G
A

 

9, 114

）

不
安
の
無
の
明
る
い
夜
に
お
い
て
初
め
て
、
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
開
放
す

る
根
源
的
な
開
放
性
が
立
ち
上
が
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
存
在
者
で
あ
る
こ

と

―
だ
か
ら
無
で
は
な
い
こ
と
が
、立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
根
源
的

に
無
化
す
る
無
の
本
質
は
、
無
が
現
‐
存
在
を
初
め
て
存
在
者
と
し
て
の
存
在

者
の
前
へ
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
の
内
に
、
潜
ん
で
い
る
。（G

A
 9, 114

）

無
に
よ
っ
て
こ
そ
、
現
‐
存
在
は
存
在
者
と
し
て
の
存
在
者
に
出
会
う
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
現
‐
存
在
に
と
っ
て
、
無
は
本
質
的
な
も
の
な
の
だ
と
い

う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で

は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
現
‐
存
在
と
は
、無
の
内
に
投
げ
込
ま
れ

保
た
れ
て
い
る
こ
と
（H

in
ein

geh
alten

h
eit in

 das N
ich

ts

）
を
意
味
す
る
」。「
無
」

と
は
、「
人
間
の
現
存
在
に
と
っ
て
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
開
放
さ
れ
う
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
働
き
（E

rm
öglich

u
n

g der O
ffen

bark
eit des S

eien
den

 als ein
es 

solch
en

 fü
r das m

en
sch

lich
e D

asein

）」
な
の
で
あ
る
（G

A
 9, 115

）。

け
れ
ど
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
無
を
、
無
そ
の
も

の
の
方
か
ら
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
存
在
者
の
存
在
の
方
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
さ
に
存
在
の
底

0

0

0

0

に0

見
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

無
は
﹇
…
﹈
存
在
自
身
の
本
質
に

0

0

0

0

0

0

0

0

根
源
的
に
属
し
て
い
る
。
存
在
者
の
存
在
に

0

0

0

0

0

0

0

お
い
て

0

0

0

、
無
が
無
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
（Im

 S
ein

 des 

S
eien

den
 gesch

ieh
t das N

ich
ten

 des N
ich

ts

）。（G
A

 9, 115

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
異
な
り
、
西
田
は
、
無
を
無
そ
の
も
の
の
方
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
あ

ら
ゆ
る
存
在
者
と
存
在
そ
の
も
の
を
も
、
絶
対
無
の
方
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

見
て
い
た
よ
う
に
思
わ



六
五

西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
私
」
と
「
汝
」

919

れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
西
田
は
、
私
と
汝
と
が
絶
対
無
の
自
覚
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生
起
す
る
と

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
こ
の
点
に
、
西
田
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
、
あ
る
決
定
的
な
遠
さ
が
潜

ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
で
は
、
本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
と
お

り
、
一
見
全
く
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
両
者
の
「
私
と
汝
」
を
め
ぐ
る
思
想

の
間
に
も
、
き
わ
め
て
近
し
い
側
面
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

紙
幅
の
関
係
で
、
本
稿
で
は
両
者
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
を
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
て

解
明
す
る
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
け
れ
ど
も
、
本
稿
の
考
察
の
成
果
と
し

て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
こ
と
は
主
張
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
田
と
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
存
在
」
と
「
無
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
の
後
年
の
諸
著
作

を
も
参
照
し
つ
つ
さ
ら
に
考
察
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
両
者
の
「
近
さ
と
遠
さ
」
を

い
っ
そ
う
立
ち
入
っ
て
際
立
た
せ
る
こ
と

―
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
西
田

と
の
「
間
（Z

w
isch

en

）」
を
我
々
が
さ
ら
に
思
索
し
て
い
く
た
め
の
、
今
後
の
課
題

の
一
つ
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

注
①　

本
稿
は
、二
〇
一
一
年
九
月
一
〇
日
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
生
地
メ
ス
キ
ル
ヒ
で
開
催
さ

れ
た
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
‐
西
田
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
筆
者
が
ド
イ
ツ
語
で
行
っ
た

講
演 „Ich

 u
n

d D
u

 bei N
ish

ida u
n

d H
eidegger

“ 

を
日
本
語
に
翻
訳
し
、
若

干
の
手
を
加
え
て
論
文
の
体
裁
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
西
田
の
間（Z

w
isch

en
 H

eidegger u
n

d N
ish

ida

）」で
あ
っ
た
。

こ
の
場
を
借
り
て
、
筆
者
を
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
い
て
く
だ
さ
っ
た
メ
ス
キ
ル
ヒ
市
、

な
ら
び
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
ケ
ル
ン
大
学
客
員
教
授
大
橋
良
介
先
生
と

ウ
ィ
ー
ン
大
学
教
授
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
テ
ン
ガ
ー
氏
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　
　

ま
た
、本
稿
で
展
開
さ
れ
て
い
る
西
田
の
論
文
「
私
と
汝
」
に
関
す
る
筆
者
の
理
解

は
、
立
命
館
大
学
文
学
部
の
林
信
弘
先
生
、
日
下
部
吉
信
先
生
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
「
西
田
を
読
む
会
」
に
参
加
す
る
中
で
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
両
先

生
に
も
日
頃
の
ご
交
誼
と
ご
恩
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

　
　

な
お
、
本
稿
の
引
用
文
中
で
な
さ
れ
て
い
る
強
調
や
省
略
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
語
講
演
原
稿
は
推
敲
の
上
、別
の
機
会
に
公
に
さ
れ
る
予

定
で
あ
る
。

②　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
五
巻
、
二
〇
〇
二
年
、
岩
波
書
店
、
二
九
七
頁
。
以
下
、

本
書
か
ら
の
引
用
は
、
略
号N

K
Z

 V

の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
形
で
行
う
。

③　

筆
者
は
以
前
、フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
西
田
哲
学
と
の
近
さ
と
遠
さ
に
つ
い
て
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
。Vgl. T

etsu
ya S

akakibara, 

“Ph
en

om
en

ology in
 a differen

t 

voice: H
u

sserl an
d N

ish
id

a in
 th

e 1930s

”, in
: C

arlo Iern
a, H

an
n

e 

Jacobs, an
d F

ilip M
atten

s

（eds.

）, P
h

ilosoph
y, P

h
en

om
en

ology, S
cien

ces. 

E
ssays in

 C
om

m
em

oration
 of E

d
m

u
n

d
 H

u
sserl, P

h
aen

om
en

ologica 

200, S
prin

ger, D
ordrech

t / H
eidelberg / L

on
don

 / N
ew

 York, 2010, pp. 
679-694. 

内
容
上
、
本
稿
の
第
一
節
は
こ
の
論
考
と
重
複
す
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
。

あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

④　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
一
巻
、
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
、
所
収
。
以
下
、
本
書

か
ら
の
引
用
は
、
略
号N

K
Z

 I

の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
形
で
行
う
。

⑤　

M
artin

 H
eidegger, S

ein
 u

n
d

 Z
eit, M

ax N
iem

eyer, T
ü

bin
gen

, 1979
15, 

S
. 214. 

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
略
号S

Z

の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
形
で
行

う
。

⑥　
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
三
巻
、
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書
店
、
所
収
。
以
下
、
本
書

か
ら
の
引
用
は
、
略
号N

K
Z

 III

の
あ
と
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
形
で
行
う
。

⑦　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
取
り
返
し
と
は
明
確
な
伝
承
の
こ
と
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、

現
に
そ
こ
に
既
在
し
て
い
た
現
存
在
の
諸
可
能
性
の
な
か
へ
の
還
帰
の
こ
と
な
の
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（S

Z
 385

）。（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
）


