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序

本
稿
は
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（1889-1976

）
が
重
要
視
す
る
「
聖
な
る

悲
し
み（heilige Trauer

）」と
い
う
気
分
の
事
象
的
内
実
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
九
三
四
・
三
五
年
冬
学
期
に
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
初
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
講
義
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」」（
以
下
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
講
義
と
略
記
）
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
の
気
分
は
、「
詩
作
の
根

本
気
分
（G

rundstim
m

ung der D
ichtung

）」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
不
安

（A
ngst

）」
や
「
退
屈
（Langew

eile

）」
と
い
っ
た
他
の
気
分
に
比
べ
る
と
こ
の
「
聖

な
る
悲
し
み
」
へ
の
注
目
度
は
比
較
的
低
く
、
そ
の
事
象
的
内
実
は
未
だ
詳
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い①
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
気
分
が
論
じ
ら
れ
る
解
釈
学
的
背
景
が
あ
ま
り
に
も

は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
不
安
な
ど
に
関
し
て

は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
、
そ
れ
ら
を
特
別
視
す
る
解
釈
学
的
背
景
を
明
示
せ
ず②
、
独

自
の
分
析
を
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
一
方
、「
聖
な
る
悲
し
み
」

に
関
し
て
は
そ
れ
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
の
言
葉
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
明

示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
の
根
本
気
分
が
「
哲
学
」
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要

視
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
聖
な
る
悲
し
み
」
は
「
詩
作
」
と
の
関
係
に
お
い
て
論

じ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
論
述
は
基
本
的
に
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
語
を
逐
語
的

に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
悲
し
み
の
分
析
に
は
他
の
気
分
に
関
し

て
展
開
さ
れ
た
よ
う
な
現
象
学
的
な
事
象
分
析
は
一
見
あ
ま
り
見
出
せ
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
事
象
的
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、そ

れ
は
一
体
何
な
の
か
。
以
下
の
考
察
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
か
な
り
錯
綜
し

た
論
理
展
開
が
特
徴
で
あ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
を
、
こ
の
気
分
を
中
心
に
据
え
る

仕
方
で
再
構
築
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
。

ま
ず
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
考
え
て
い
る「
詩
作
」の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る（
Ⅰ
）。

そ
れ
か
ら
「
聖
な
る
悲
し
み
」
が
い
か
に
「
詩
作
」
を
可
能
に
す
る
の
か
に
つ
い
て

論
じ
る
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
で
は
こ
の
根
本
気
分
の
特
徴
と
し
て
、
神
々
へ
の

関
係
へ
の
「
抜
き
移
し
（Entrückung

）」、大
地
へ
の
「
移
し
入
れ
（Einrückung

）」
と

い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
秘
教
的
に
も
響
く
こ
う
し
た
記
述
で
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
実
の
と
こ
ろ
何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
は
、
い
ま
だ
充
分
に
包
括
的
な
仕
方

で
は
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い③
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
「
抜
き
移
し
」
と
い

う
こ
と
の
内
実
が
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、「
詩
作
」
と
「
聖
な
る
悲
し

み
」
と
の
関
係
が
暫
定
的
に
示
さ
れ
、
ま
た
気
分
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
詩
作
が
心
情
吐
露
の
産
物
に
陥
ら
な
い
の
は
、
こ
の
気
分
に
特
有
な

「
聖
な
る
」あ
り
方
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る（
Ⅱ
）。
そ
れ
に
続
き「
移

し
置
き
」
の
内
実
を
吟
味
す
る
。
こ
の
吟
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
悲
し
み
に
含
ま
れ

て
い
る
「
共
苦
（M

itleid

）」
と
い
う
事
象
に
注
目
し
、「
憐
れ
み
（Erbarm

en

）」
と

「
逃
避
（Flucht
）」
と
い
う
あ
り
方
と
の
比
較
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
事
象
の

積
極
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
気
分
と
詩
作
と
の
関
係
を
さ
ら
に
明
示
化
す
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み
」
に
つ
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る
こ
と
と
な
る（
Ⅲ
）。
さ
ら
に
こ
の
気
分
か
ら
可
能
に
な
る
詩
人
の
語
り
方
に
つ
い

て
も
触
れ
（
Ⅳ
）、最
終
的
に
は
こ
の
気
分
の
内
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
見
出
し
た
事
象

的
重
要
性
を
、
他
の
気
分
と
の
比
較
も
行
な
い
つ
つ
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅰ　

詩
作
と
い
う
現
存
在
の
根
本
生
起

一　

た
ん
な
る
芸
術
や
言
語
活
動
で
は
な
い
詩
作

詩
作
は
一
般
に
「
魂4

、
体
験
の
表
現
の
現
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

」（27

）
と
把
握
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
あ
る
意
味
、
全
て
の
も
の
が
（
例
え
ば
、
犬
が
吠
え
る
と
い
っ
た
現
象
も
）
体
験

の
現
れ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
般
的

に
流
布
し
て
い
る
こ
う
し
た
詩
作
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
否
定
し
、
自
身
で
「
詩

作
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
論
究
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
究
自
体
、
彼
の
全

く
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
は
な
く
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
そ
の
解
釈
学
的
背
景

と
し
て
い
る
。
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
詩
「
あ
た
か
も
祭
り
の
日

に
・
・
・»W

ie w
enn am

 Feiertage«

」
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

さ
れ
ど
我
ら
に
ふ
さ
わ
し
き
は
、
詩
人
た
ち
よ
！
／

神
の
雷
雨
の
下　

頭
を
む
き
出
し
に
し
て
立
ち
／

父
な
る
神
の
稲
妻
を
、
稲
妻
そ
の
も
の
を
自
ら
の
手
で
捉
え
／

天
の
恵
み
し
贈
り
物
を
、
歌
に
包
ん
で
／

民
の
手
に
授
け
贈
る
こ
と

こ
の
引
用
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
詩
人
が
「
自
分
の
魂
の
体
験
を
綴
る
の
で
は
な

く
、「
神
の
雷
の
も
と
に
」
―
「
頭
を
む
き
出
し
に
し
」、
支
え
な
く
、
自
分
を
放
棄

し
、
自
分
か
ら
離
れ
て
立
っ
て
い
る
」（30

）
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
。
ま
た
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
語
法
を
基
に
、
雷
雨
と
稲
妻
を
神
々
の
言
葉
と
し
て
解
釈
し
、
詩
人
と

は
「
こ
の
言
葉
か
ら
逃
げ
ず
に
そ
れ
を
持
ち
こ
た
え
、
受
け
取
り
、
民
族
の
現
存
在

の
内
へ
と
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
者
」（31

）
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
別
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
一
七
九
九
年

の
正
月
に
彼
の
弟
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は「
詩
作
」

に
つ
い
て
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、「
詩
作
」
と
は
「
個
人
の

最
も
固
有
な
本
質
を
目
覚
め
さ
せ
、
取
り
壊
す
こ
と
」（8

）
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を

通
じ
て
「
個
人
は
自
分
の
現
存
在
の
根
拠
へ
と
さ
か
の
ぼ
り
届
く
」（ebd.

）
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
「
い
ず
れ
の
個
人
も
そ
の
根
拠
か
ら
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
人
た

ち
が
あ
る
根
源
的
な
共
同
体
の
内
へ
と
真
な
る
仕
方
で
集
ま
る
と
い
う
こ
と
が
、
す

で
に
前
も
っ
て
生
じ
て
い
る
」（ebd.

）
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
を
基
に
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
見
出
し
た
「
詩
作
」
の
特
徴
を
三
つ
ほ
ど
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
一
つ
は
、
詩
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
神
々
と
の
関
係
の
内
に
立
つ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
、
神
々
と
関
係
を
も
つ
必
要
が
あ
る
の
か
。
神
々
は
こ
の

講
義
で
は
民
族
に
軌
道
を
指
示
し
、
現
存
在
に
規
定
を
与
え
る
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
る
（vgl. 93

）。
こ
の
講
義
と
同
時
期
の
講
演
「
芸
術
作
品
の
根
源
」
に
お
い

て
も
、
神
々
を
祀
る
神
殿
の
話
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
生
と
死
、
災
禍
と
恵
み
な
ど
が
そ
こ
で
民
族
の
「
歴
運
（G

eschick

）」
と

い
う
形
を
獲
得
す
る
よ
う
な
諸
々
の
軌
道
と
関
係
の
統
一
を
神
殿
が
集
め
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
（vgl. G

A
5, 27f.

）。
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
歴
史
観
に
お
い
て
は
、

歴
史
が
ま
さ
に
歴
史
と
し
て
始
元
す
る
た
め
に
は
、
現
存
在
が
自
身
の
有
限
性
を
明

確
に
自
覚
し
、
目
標
、
尺
度
な
ど
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
が
必
須
で
あ
る④
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
詩
作
と
は
た
ん
な
る
個
人
的
な
創
作
活
動
で
あ
る
に
留
ま

ら
ず
、
神
々
と
い
っ
た
軌
道
や
目
的
を
与
え
る
も
の
と
の
関
係
に
お
け
る
有
限
性
の

自
覚
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
共
同
体
の
規
定
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
詩
作
」
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
は
、そ
れ
が
言
葉
を
他
者
に
伝
え
る
一
つ
の
あ
り

方
で
あ
る
と
同
時
に
、「
自
ら
を
放
棄
す
る
」、「
逃
げ
な
い
」、「
持
ち
こ
た
え
る
」
こ

と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
や

さ
し
い
青
空
に
・
・
・»In lieblicher B

läue

・
・
・«

」
で
始
ま
る
詩
の
一
節
、「
功

業
に
み
ち
て
、
だ
が
詩
人
の
よ
う
に
／
人
間
は
こ
の
地
上
に
住
む
」
を
引
合
い
に
出

し
、「「
詩
人
の
よ
う
に
（dichterisch

）」
―
こ
れ
は
生
を
自
身
の
た
め
に
装
飾
し
も
す

る
よ
う
な
一
つ
の
「
方
法
（Façon
：
仕
方
）」
な
の
で
は
な
く
、存
在
す
る
こ
と
（Seyn

）

に
さ
ら
さ
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
人
間
の
歴
史
的
現
存

在
の
根
本
生
起
（G

rundgeschehen

）
な
の
だ
」（36

）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
す
で
に

一
九
二
九
年
の
講
演
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
存
在
者
を
明
確
な
仕
方

で
乗
り
越
え
て
存
在
を
問
う
意
味
で
の
「
形
而
上
学
」
が
学
の
中
の
一
科
目
な
の
で

は
な
く
、「
現
存
在
に
お
け
る
根
本
生
起
」（G

A
9, 122

）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
ま

た
こ
れ
が
明
瞭
な
仕
方
で
遂
行
さ
れ
る
の
は
、
潜
在
的
に
つ
ね
に
生
じ
て
い
る
不
安

か
ら
逃
げ
ず
に
そ
れ
を
持
ち
こ
た
え
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た

が
、先
の
引
用
に
は
こ
れ
と
同
様
の
考
え
方
が
看
取
で
き
る
。
つ
ま
り
「
形
而
上
学
」

も
「
詩
作
」
も
、
た
ん
な
る
知
的
活
動
や
言
語
伝
達
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
現
存
在

の
根
本
的
な
有
り
方
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
遂
行
に
は
「
逃
げ
な
い
」、「
持
ち
こ

た
え
る
」
と
い
っ
た
あ
り
方
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る⑤
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
現
存
在
の
あ
り
方
を
通
じ
て
自
己
が
取
り
壊
さ
れ
、
そ
れ
が
共
同
体
な
る
も
の

の
生
成
に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
詩
作
の
第
三
の
特
徴
で
あ
る
。

二　

存
在
を
創
設
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

こ
う
し
た
詩
作
を
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
ド
イ
ツ
的
存
在
の

創
設
者
」（220

）
と
称
す
る
。
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
の

か
。
こ
の
「
存
在
の
創
設
」
と
い
う
考
え
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

讃
歌
「
回
想»A

ndenken«

」
の
最
終
行
に
あ
る
「
さ
れ
ど
留
ま
る
も
の
、
そ
れ
を
創

設
す
る
の
は
詩
人
な
り
」
と
い
う
文
言
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
。
留
ま
っ
て
い
る
の

は
存
在
者
で
あ
る
が
、存
在
者
は
存
在
す
る
こ
と
（Seyn

）
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
留

ま
っ
て
い
る
（vgl. 214

）。
こ
う
し
た
意
味
で
の
動
的
な
存
在
を
創
設
す
る
の
が
詩
人

で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
存
在
す
る
こ
と
の
内
実
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
詩
作
に

お
い
て
創
設
さ
れ
る
存
在
す
る
こ
と
と
は
、「
つ
ね
に
存
在
者
全
体
を
、つ
ま
り
神
々
、

大
地
、
人
間
を
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
に
お
け
る
―
歴
史
と
し
て
の
、
つ
ま
り
民
族
と

し
て
の
―
人
間
を
包
括
し
て
い
る
」（215

）
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
存
在
す
る
こ

と
と
は
つ
ま
り
、
神
々
、
大
地
、
民
族
と
し
て
の
人
間
が
一
つ
の
全
体
と
し
て
、
し

か
し
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
さ
に
そ
れ
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て

そ
の
全
体
に
お
い
て
可
能
に
な
る
神
々
と
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
、
他
の
諸
々
の

存
在
者
も
そ
れ
が
何
で
あ
り
い
か
に
在
る
か
に
関
し
て
明
け
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る

（vgl. 70

）。
ま
た
こ
こ
に
は「
民
族
と
し
て
の
」人
間
が
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

詩
作
で
創
設
さ
れ
る
存
在
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
一
般
と
神
々

一
般
と
大
地
一
般
と
の
関
係
で
は
な
く
、
特
定
の
共
同
体
、
特
定
の
神
々
、
特
定
の

大
地
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。ト
ラ
ヴ
ニ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

一
般
化
さ
れ
た
「
世
界
」
を
語
る
リ
ル
ケ
な
ど
と
は
違
い
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作

に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
特
定
の
山
、
河
、
場
所
が
記
述
さ
れ
て
い
る⑥
。
そ
れ
ゆ
え
少

な
く
と
も
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
人
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て

の
神
々
、
ド
イ
ツ
の
故
郷
の
大
地
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
存
在
一
般
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
ド
イ
ツ
的
存
在
」
が
創
設
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る⑦
。

し
か
し
、こ
の
「
創
設
す
る
（stiften

）」
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
は
何
が
意
味
さ

れ
て
い
る
の
か
。
創
設
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
眼
前
的
に
す
で
に
存
在
す
る
も
の
を

た
ん
に
謳
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
（vgl. 257

）。
創
設
と
は
む
し
ろ
「
ま
だ
存
在
し

な
い
も
の
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
前
も
っ
て
は
じ
め
て
企
投
す
る
こ
と
」（214

）
で
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あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
創
造
的
な
企
投
は
、
勝
手
気
ま
ま
な
構
想
力
や
根
拠
を
欠

い
た
思
い
つ
き
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
も
な
い
（vgl. 164

）。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩

「
あ
た
か
も
祭
り
の
日
に
・
・
・
」
の
「
詩
人
ら
の
顔
も
悲
し
み
に
曇
る
／ 

さ
れ
ど

彼
ら
は
孤
独
に
見
え
ど
も
つ
ね
に
予
感
し
て
い
る
（ahnen

）」
と
い
う
一
節
を
基
に
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
創
設
が
「
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
予
感
す
る
こ
と
、

待
ち
焦
が
れ
る
こ
と
、来
る
こ
と
を
―
見
る
こ
と
」（257

）
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
ま

た
先
述
の
よ
う
に
、
詩
人
は
さ
ら
に
そ
れ
を
民
族
に
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
詩
作
と

し
て
の
創
設
と
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
自
身
が
企
投
し
た
も
の
を
民
族
が
回
想

で
き
る
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
際
、
創
設
と
し
て
の
詩
作
の
言
葉

は
決
し
て
「
説
明
し
よ
う
と
は
し
な
い
」（250

）。
な
ぜ
な
ら
説
明
し
て
し
ま
う
と
、

語
ら
れ
る
当
の
事
象
は
そ
れ
と
し
て
は
も
う
解
決
済
み
の
も
の
と
し
て
わ
き
へ
と
追

い
や
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
創
設
と
し
て
の
詩
作
は
、
回
想
さ
れ

る
べ
き
事
象
を
、
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
覆
い
な
が
ら
言
う
の
で

あ
り
、
そ
の
語
り
方
は
、
と
ぎ
れ
な
く
物
語
る
こ
と
や
記
述
す
る
の
と
は
全
く
違
っ

て
い
る
（vgl. 203

）。

Ⅱ　
「
聖
な
る
悲
し
み
」
と
抜
き
移
し

一　

二
種
の
情
状
性
の
対
抗

こ
う
し
た
詩
人
に
よ
る
存
在
の
創
設
は
、
気
分
に
よ
っ
て
土
台
を
与
え
ら
れ
て
い

る
（vgl. 79

）。「
詩
人
は
な
ん
ら
か
の
気
分
か
ら
話
す
」（ebd.

）
の
で
あ
り
、
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
講
義
に
お
い
て
は
「
聖
な
る
悲
し
み
」
が
こ
の
当
の
気
分
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
と
は
い
え
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
詩
作
さ
れ
た
内
容
は
詩
人
の
心
情
を
吐
露

し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
見
た
と
お
り
、
詩
作
は

詩
人
の
内
的
体
験
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
た

ん
に
自
分
の
悲
し
い
気
持
ち
を
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
言
葉
に
し
て
で
き
た
の
が
「
ゲ
ル

マ
ー
ニ
エ
ン
」
や
「
ラ
イ
ン
」
な
の
だ
と
す
る
表
面
的
な
解
釈
は
断
じ
て
避
け
ね
ば

な
ら
な
い
。
気
分
が
存
在
の
創
設
の
土
台
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
内
実
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
現
存
在
の
根
本
生
起

と
し
て
の
「
詩
作
」
の
特
徴
、
つ
ま
り
神
々
、
大
地
、
存
在
者
と
の
関
係
の
内
に
立

つ
こ
と
、
神
々
と
の
関
係
な
い
し
存
在
を
耐
え
抜
く
こ
と
、
何
か
を
待
ち
焦
が
れ
る

こ
と
、
こ
れ
ら
を
「
聖
な
る
悲
し
み
」
が
い
か
に
可
能
に
す
る
の
か
を
究
明
す
る
必

要
が
あ
る
。
以
下
、「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
即
し
て
考

察
す
る
。

「
聖
な
る
悲
し
み
」と
い
う
気
分
が
こ
の
詩
作
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見

出
す
の
は
難
し
く
な
い
。
冒
頭
の
箇
所
に
す
で
に
こ
の
気
分
を
示
す
語
が
入
っ
て
い

る
。

い
や
、
か
つ
て
現
れ
た
至
福
の
者
た
ち
、

古
い
国
の
神
々
の
像
、

そ
う
、
彼
ら
を
私
は
も
は
や
呼
ん
で
は
い
け
な
い
。
だ
が

故
郷
の
河
よ
！
い
ま
お
ん
み
ら
と
共
に

心
の
愛
（D

es H
erzens Liebe

）
が
嘆
く
と
き
、
そ
の
他
に
欲
す
る
で
あ
ろ
う
か
、

聖
な
る
仕
方
で
悲
し
ん
で
い
る
心
（D

as H
eiligtrauende

〔H
erz

〕）
は
？

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
ず
「
彼
ら
を
私
は
も
は
や
呼
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
い
う
箇
所

か
ら
、
詩
人
の
「
諦
め
（Verzicht

）」（81

）
を
聴
き
取
っ
て
い
る
。「
諦
め
る
」
と
い

う
態
度
は
、
た
ん
に
何
か
す
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
な
い
。
そ
れ

に
は
、
諦
め
ね
ば
な
ら
な
い
当
の
対
象
へ
の
強
い
憧
れ
、「
待
ち
焦
が
れ
（erhal

）」

が
含
ま
れ
て
い
る
。
憧
れ
が
そ
も
そ
も
な
け
れ
ば
、
諦
め
る
と
い
う
こ
と
は
生
じ
え

な
い
で
あ
ろ
う
。む
し
ろ
憧
れ
こ
そ
が
諦
め
の
基
礎
を
な
す
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
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こ
の
こ
と
は「
心
の
愛
が
嘆
く
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
呼
ぶ
こ
と
を
諦
め
る
と
は
い
え
、
む
し
ろ
詩
人
は
神
々
を
「
呼
び
た
い
」

の
だ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
憧
れ
を
は
ら
ん
だ
「
諦
め
」
と

結
び
つ
い
た
場
合
、「
呼
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
何
か
を
呼
び
寄
せ
た
り
、
注

意
を
引
い
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
な
る
。「
こ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
は〔
呼
ば
れ
た

も
の
を
受
け
入
れ
る
〕
準
備
が
開
か
れ
て
く
る
こ
と
と
、〔
そ
の
願
い
が
〕
成
就
が
生

じ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
と
の
間
の
対
抗
を
耐
え
ぬ
く
こ
と
」（ebd.

）
と
な
る
。
諦

め
つ
つ
呼
ぶ
と
い
う
態
度
の
内
に
は
、
こ
の
よ
う
に
諦
め
と
待
ち
焦
が
れ
、
寂
し
さ

と
準
備
な
い
し
果
断
さ
と
い
っ
た
二
種
の
相
反
す
る
情
状
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
呼
ん
で
い
る
詩
人
は
相
反
す
る
動
き
、
対
抗
の
動
き
に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
「
こ
う
し
た
対
抗
を
耐
え
る
こ
と

4

4

4

4

4

（Ertragen

）
は
痛
み

4

4

（Schm
erz

）
で
あ

り
、
苦
し
み

4

4

4

（Leiden

）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
呼
ぶ
こ
と
は
嘆
き

4

4

（K
lagen

）
で
あ

る
」（ebd.

）
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
の
愛
の
「
嘆
き
」
こ
そ
が
、「
悲
し
み
と
い

4

4

4

4

4

う
根
本
気
分

4

4

4

4

4

の
内
で
発
源
し
、
振
動
す
る
」（ebd.

）
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
解
釈
す
る

が
、
そ
れ
は
後
続
す
る
「
聖
な
る
仕
方
で
悲
し
ん
で
い
る
心
」
と
い
う
箇
所
を
受
け

て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
諦
め
つ
つ
呼
ぶ
こ
と
は
、
諦
め
の
対
象
を
待

ち
焦
が
れ
る
こ
と
と
表
裏
一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
待
ち
焦
が
れ
た
も
の
を
ま
だ
遠

く
に
あ
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
は
じ
め
て
遠
く
に
置
く
」（ebd.
）。
つ
ま

り
こ
の
態
度
は
諦
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
と
の
関
係
を
持
た
な
い
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
対
象
と
の
関
係
を
遠
く
に
開
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
悲
し
み
」
に
は
、「
耐
え
抜
き
」、
ま
だ
な
い
も
の
を
「
待
ち
焦
が

れ
」、「
関
係
を
開
く
」
と
い
う
「
詩
作
」
に
必
要
と
さ
れ
る
契
機
と
の
関
係
が
す
で

に
見
い
だ
さ
れ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
契
機
を
た
ん
に
見
い
だ
す
だ
け
で
は
、「
ゲ
ル

マ
ー
ニ
エ
ン
」
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
個
人
の
心
情
を
た
ん
に
吐
露
し
た
も
の
で
は
な
い

と
い
う
印
象
を
拭
い
去
る
の
に
は
充
分
で
は
な
い
。「
心
の
愛
」
の
嘆
き
や
「
悲
し
ん

で
い
る
心
」
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
ゆ
え
に
、
個
人
の
内
的
体
験
が
語
ら
れ
て
い

る
と
い
う
解
釈
も
充
分
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
悲

し
み
は
任
意
の
悲
し
み
で
は
な
く
「
聖
な
る
悲
し
み
」
で
あ
る
。

二　

詩
的
な
精
神
の
あ
り
方
と
し
て
の
「
私
心
の
な
さ
」

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
「
聖
な
る
」
と
い
う
語
を
や
は
り
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
詩

的
な
精
神
の
あ
り
方
に
つ
い
て»Ü

ber die Verfahrungsw
eise des poëtischen 

G
eistes«

」と
い
う
論
稿
の
内
容
に
即
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
論
稿
で
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
は
聖
な
る
も
の
を
「
私
心
の
な
い
も
の
（das U

neigennützige

）」（84

）
と
し
て

考
え
て
い
る
。
私
心
が
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
公
益
の
た
め
に
、
他
の
も
の

の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
利
益
に
も
無
益

に
も
属
さ
な
い
、
つ
ま
り
「
〜
の
た
め
」
と
い
う
尺
度
で
は
測
ら
れ
な
い
よ
う
な
あ

り
方
で
あ
る
。
こ
の
際
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
が
自

ら
を
、
神
的
な
も
の
の
内
で
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
し
、
ま
た
逆
に
神
的

な
も
の
を
、
自
ら
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
な
状
態
で
あ

る
と
い
う
（vgl. 85

）。
こ
う
し
た
自
分
と
神
的
な
対
象
と
が
い
わ
ば
共
属
し
つ
つ
も

区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
「
詩
的
な
精
神
の
あ
り
方
」
と
し
て
の
私
心

の
な
さ
に
人
間
は
、
あ
ま
り
に
も
主
観
的
な
状
態
に
お
い
て
も
、
あ
ま
り
に
も
客
観

的
な
状
態
に
お
い
て
も
至
る
こ
と
が
な
い
（vgl. 84

）。
つ
ま
り
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、

あ
ま
り
に
も
自
身
に
固
執
し
て
い
る
と
も
ち
ろ
ん
成
り
立
た
な
い
が
、
逆
に
あ
ま
り

に
も
対
象
に
入
れ
込
み
す
ぎ
て
も
成
功
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
に
も
対
象

に
も
偏
っ
て
い
な
い
状
態
と
い
う
の
は
、
自
分
と
対
象
と
の
間
で
た
ん
に
ど
っ
ち
つ

か
ず
に
漂
う
こ
と
で
は
な
い
。
共
属
の
感
覚
を
味
わ
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ

自
分
自
身
の
内
に
や
す
ら
い
つ
つ
自
立
し
な
が
ら
も
、
対
象
に
開
か
れ
、
そ
れ
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
「
空
虚
の
ま
ま
に
留
ま
り
、
自

分
に
固
執
す
る
こ
と
も
、
自
分
の
た
め
に
何
か
を
欲
し
た
り
せ
ず
、
対
象
の
内
で
自

分
を
失
う
こ
と
も
、
ま
た
対
象
を
気
遣
う
こ
と
も
し
な
い
」（87

）
こ
と
も
、
先
述
の
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意
味
で
の
私
心
の
な
い
あ
り
方
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
を
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
で
語
ら
れ
て
い
る
詩
人
の
あ
り
方
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
を
再
構
築
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
自
分
に
固
執

し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
悲
し
み
は
「
全
て
を
撥
ね
付
け
る
絶
望
へ
と
硬
化
し
、

凝
り
固
ま
る
」（87
）
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
悲
し
み
は
「
待
ち
焦
が
れ
」
の
情
状
性

を
伴
う
が
ゆ
え
に
全
て
を
撥
ね
付
け
て
、
自
身
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
絶
望
に
は
な

ら
な
い
。
ま
た
対
象
に
入
れ
込
み
す
ぎ
て
し
ま
う
場
合
、「
逃
走
し
た
も
の
ど
も
を
拠

り
所
な
し
に
た
だ
―
い
つ
ま
で
も
考
え
て
自
分
を
喪
失
す
る
」（ebd.

）
こ
と
に
な
る

が
、
悲
し
み
に
お
い
て
は
自
分
を
見
捨
て
た
対
象
の
内
へ
自
分
を
喪
失
す
る
こ
と
も

起
こ
ら
な
い
。「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
第
二
連
の
「
私
は
こ
こ
で
何
も
否
定
せ
ず
、請

い
求
め
る
こ
と
も
し
な
い
」
と
い
う
箇
所
を
も
と
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
の
悲
し

み
が
欠
乏
に
耐
え
よ
う
と
す
る
果
断
な
態
度
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
果
断

さ
は
「
古
い
神
々
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
」（97

）
ゆ
え
の
こ

と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
あ
り
方
は
先
述
の
「
耐
え
抜
き
」
の
態
度
に
対
応
し
て
い
る

こ
と
が
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
悲
し
み
は
自
分
と
対
象
と
の
間
を
た
だ
漂

う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。「
な
ぜ
な
ら
悲
し
み
は
・
・
・
ま
さ
に
神
と
の
或
る
新
し

い
関
係
を
創
設
す
る
の
だ
か
ら
」（87

）。
こ
れ
は
先
述
の
、
神
々
に
見
捨
て
ら
れ
つ

つ
、彼
ら
を
諦
め
つ
つ
も
待
ち
焦
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、悲
し
み
は
神
々
へ
の
「
関

係
を
開
く
」
と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
悲
し
み
と
い
う
気
分
が
自
分
に
固
執
す
る
こ
と
で
も
、
対
象

の
内
へ
自
分
を
喪
失
す
る
こ
と
で
も
、
ま
た
両
極
の
間
で
さ
ま
よ
っ
て
い
る
だ
け
の

も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
分
と
神
的
な
対
象
と
が
い
わ
ば
共
属
し
つ

つ
も
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
い
う
と
こ
ろ
の
私
心
の

な
い
あ
り
方
を
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
聖
な
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。「「
聖
な
る
」
と
い
う
こ
の
形
容
詞
は
気
分
を
あ
ら
ゆ
る

偶
然
性
、
だ
が
そ
し
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
無
規
定
性
の
彼
方
へ
と
高
め
る
」（ebd.

）
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
諦
め
と
待
ち
焦
が
れ
と
の
間
を
耐
え
抜

き
つ
つ
、
対
象
と
の
関
係
を
開
く
悲
し
み
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
必
然
的
に
「
私
心
の
な

い
」、「
聖
な
る
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
の
悲
し
み
は
内
的

主
観
的
な
心
情
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
神
々
と
の
関
係
の
内
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
の
「
抜
き
移
し

（Entrückung

）」（140

）
と
呼
ぶ
の
は
、
神
々
と
人
間
と
の
関
係
を
開
く
こ
う
し
た
気

分
の
あ
り
方
に
他
な
ら
な
い
。
抜
き
移
し
と
い
っ
て
も
、
こ
の
動
き
が
向
か
う
先
は

何
ら
安
定
し
た
場
で
は
な
い
。
動
詞entrücken

の
前
綴
りent

は
対
向
や
離
脱
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
気
分
に
規
定
さ
れ
た
者
は
確
固
と
し
た
場
に
置
き
移
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
将
来
的
な
も
の
に
対
向
し
つ
つ
既
在
の
も
の
か
ら
離
脱
し
よ
う

と
し
つ
つ
、
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
も
の
が
ま
だ
不
在
で
あ
る
現
在
を
耐
え
る
と
い
う

状
態
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
不
在
と
い
う
仕
方
で
現
前
し
て
い
る
、

自
分
で
は
な
い
も
の
と
の
関
係
を
開
く
も
の
、
そ
れ
が
「
聖
な
る
悲
し
み
」
で
あ
る

と
い
え
る
。Ⅲ　

「
聖
な
る
悲
し
み
」
と
移
し
入
れ

一　

共
鳴

「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
お
い
て
耐
え
抜
い
て
い
る
詩
人
は
、も
は
や
個
人
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
示
唆
し
て
い
る
。「
個
人
も
ま
た
、特
定
の
神
々
へ

の
彼
の
特
定
の
関
係
に
お
い
て
見
捨
て
ら
れ
、
逃
走
し
た
神
々
の
神
性
を
護
る
こ
と

が
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
今
、「
私
」
は
沈
み
、
言
う
こ
と
（Sagen

）
は
「
わ
れ
わ

れ
」
の
言
葉
で
あ
る
」（101

）。「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
規
定
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
「
詩
作
」
は
決
し
て
個
人
の
心
情
吐
露
の
産
物
な
の
で
は
な
く
、
先
述
の
よ
う
な

「
私
心
の
な
い
」
性
格
ゆ
え
に
、
自
ず
か
ら
他
者
に
も
開
か
れ
た
も
の
に
な
り
う
る⑧
。
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詩
作
に
お
い
て
創
設
さ
れ
る
存
在
に
は
し
か
し
、
神
々
、
人
間
の
み
な
ら
ず
、
ほ
か

の
諸
々
の
存
在
者
、
そ
し
て
大
地
の
存
在
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
事

情
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
の
解
釈
に
お
い
て
は
、「
神
々
が
歴
史
的
現
存
在
と
存
在
者

全
体
を
貫
き
支
配
し
て
い
る
限
り
、
気
分
は
わ
れ
わ
れ
を
〔
神
々
と
の
関
係
の
内
へ

と
〕
抜
き
移
す
こ
と
に
基
づ
き
、
同
時
に
大
地
、
風
土
、
故
郷
と
の
調
和
的
な

（gew
achsen

）
諸
関
係
の
内
へ
と
こ
と
さ
ら
に
移
し
入
れ
る
（einrücken

）」（140

）
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
先
に
も
挙

げ
た「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」の
第
一
連
に
出
て
く
る「
故
郷
の
河
よ
！（Ihr heim
atlichen 

W
asser!

）
い
ま
お
ん
み
ら
と
共
に
（m

it euch

）
／
心
の
愛
が
嘆
く
と
き
、
そ
の
他
に

欲
す
る
で
あ
ろ
う
か
／
聖
な
る
仕
方
で
悲
し
ん
で
い
る
心
は
？
」
と
い
う
箇
所
で
あ

る
。
こ
こ
で
詩
人
は
「
お
ん
み
ら
と
共
に
」、つ
ま
り
「
故
郷
の
河
」
と
共
に
神
々
の

走
を
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
第
一
連
の
後
続
の
「
今
日　

天
空
は
／
お
ん
み

ら
憧
れ
る
も
の
よ
！
わ
れ
ら
を
（uns

）
予
感
に
み
ち
た
仕
方
で
覆
う
」
と
い
う
箇
所

に
関
し
て
も
、
こ
の
「
わ
れ
ら
を
」
と
い
う
の
は
詩
人
自
身
と
「
故
郷
の
河
」
の
こ

と
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
提
示
し
て
い
る
（vgl. 91
）。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
詩
の
内
容
を
詩
人
の
感
情
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と

し
て
は
捉
え
な
い
た
め
、
彼
の
解
釈
に
従
う
の
な
ら
、
こ
の
「
故
郷
の
河
」
の
嘆
き

を
や
憧
れ
も
、
詩
人
が
自
分
の
内
的
経
験
を
自
然
現
象
に
転
嫁
し
て
表
現
し
た
も
の

で
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
「
故
郷
の
河
」
は
そ
れ
自
身
で
嘆
き
、

憧
れ
る
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
数
あ
る
故
郷
の
風

景
に
お
い
て
な
ぜ
河
が
こ
う
し
た
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
る
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の

断
片
の
翻
訳
と
注
釈
の
一
断
片
で
あ
る
「
活
力
を
与
え
る
も
の»D

as B
elebende«

」

の
内
容
に
を
も
と
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
い
て
河
と
い
う
も
の
は
「
軌
道
と
境
界

を
、
本
来
は
道
が
な
い
大
地
の
上
に
、
暴
力
的
に
作
る
も
の
」（93

）
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
、
民
族
に
軌
道
を
指
示
し
、
規
定
を
与
え
る
神
々
が

走
し
て
以

来
、
大
地
に
は
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
河
は
嘆
き
、
ま
た
同
時
に
道
が
で
き
る
こ

と
を
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る（vgl. ebd.

）。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、こ
う
し
た
河
と
「
共
に
」
詩
人
が
「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
お
い
て
嘆
き
つ
つ
、

民
族
に
軌
道
と
規
定
を
も
た
ら
す
神
々
を
諦
め
つ
つ
も
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
故
郷
の
風
景
と
詩
人
と
の
共
鳴
、
同
調
な
い
し
一
体
化
を
示
唆
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
る
。
こ
う
し
た
内
容
を
受
け
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
第
一
部

「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
の
最
終
節
で
は
「
聖
な
る
悲
し
み
」
の
嘆
き
は
「
故
郷
の
河
」

と
と
も
に
悲
し
み
、
嘆
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、「
苦
境
は
故
郷
の
大
地
の
苦

境
」（137

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
は
河
と
故
郷
の
大
地
を
探

し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
詩
人
の
言
う
こ
と
を
正
し
く
聞
き
取
ら

ね
ば
な
ら
な
い
」（ebd.

）
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
第
二
部
の
「
ラ
イ
ン
」
の
解

釈
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
移
し
入
れ
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
さ
ら
に
先

鋭
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二　

半
神
と
ラ
イ
ン
河
と
の
共
通
性

讃
歌
「
ラ
イ
ン
」
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
気
分
に
よ
る
「
移
し
入
れ
」
は
、
故
郷

の
大
地
の
内
へ
の
「
連
れ
戻
し
（zurückbringen

）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
言

わ
れ
て
い
る
（vgl. 181

）。
先
に
挙
げ
た
引
用
で
も
、
気
分
が
現
存
在
を
「
大
地
、
風

土
、
故
郷
と
の
調
和
的
な
諸
関
係
の
内
へ
と
こ
と
さ
ら
に

4

4

4

4

4

移
し
入
れ
る
」（140

、
強
調

筆
者
）
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、「
連
れ
戻
し
」
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
詩
人
は
そ
れ
ま
で
故
郷
と
い
う
も
の
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、「
聖

な
る
悲
し
み
」
の
気
分
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
そ
の
風
土
を
自
身
の
も
の
と
し
て
受

け
取
り
、
ま
た
そ
れ
に
調
和
的
な
あ
り
方
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
想
定
が
成
り

立
つ
。
ま
た
こ
の
「
連
れ
戻
し
」
は
、「
そ
こ
〔
故
郷
的
な
大
地
〕
で
統
べ
て
い
る

諸
々
の
力
を
詩
人
的
な
創
設
を
通
じ
て
自
由
に
す
る
こ
と
へ
と
継
ぎ
直
す
こ
と
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（R
ückfügung

）」（181

）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
故
郷
の
大
地
の
内

へ
の
「
移
し
入
れ
」
と
い
う
こ
と
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
考
え
て
い
る
の
は
、
詩
人
が

た
ん
に
風
土
と
共
鳴
し
、
一
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る

諸
々
の
力
を
解
放
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
「
故
郷
の
河
」
の
嘆
き
は
、「
ラ

イ
ン
」
の
解
釈
で
は
ラ
イ
ン
河
の
流
れ
に
限
定
さ
れ
、し
か
も
そ
れ
は
奇
妙
に
も
「
半

神
（H

albgott

）」
の
嘆
き
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、第
二
連
の
「
極
め
て
冷
や
や
か
な
深
淵
に
／
私
は
聞
い
た　

解
放
（Erlösung

）

を
求
め
て
嘆
き
悲
し
む
／ 

若
者
（Jüngling

）
の
声
を
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
、第
一
連
に
出
て
く
る
「
木
蔦
（Epheu

）」
と
い
う
植
物
の
名
か
ら
こ
の

詩
が
、
ゼ
ウ
ス
神
と
死
す
べ
き
人
間
の
女
性
セ
メ
レ
ー
と
の
間
に
生
ま
れ
た
半
神

デ
ュ
オ
ニ
ソ
ス
の
存
在
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
す
る（188ff.

）。
ま
た
第
十

連
の
冒
頭
部
「
半
神
た
ち
の
こ
と
を
今
私
は
思
う
」
と
い
う
箇
所
を
挙
げ
、
こ
の
詩

全
体
の
主
題
が
「
半
神
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
（163f.

）、
デ
ュ
オ
ニ

ソ
ス
は
数
あ
る
半
神
の
中
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
そ
れ
は
ま
さ
に

半
神
そ
の
も
の
で
あ
る
」（190

）
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
論
拠
に
し
て
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
先
の
引
用
に
お
け
る
「
若
者
」
は
デ
ュ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
過
剰
さ
を
持
つ

半
神
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る
。
深
淵
か
ら
聞
こ
え
る
半
神
の
嘆
き
は
、
そ

こ
か
ら
発
源
し
た
い
と
い
う
過
剰
な
生
へ
の
意
志
が
あ
り
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
解
放

さ
れ
ず
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
道
が
で
き
る
こ
と
を

待
ち
焦
が
れ
そ
れ
を
作
る
た
め
に
流
れ
る
こ
と
を
欲
し
つ
つ
も
、
解
放
さ
れ
ず
そ
の

根
源
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
つ
つ
道
が
な
い
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
河
の
嘆
き
と
一
致

す
る
。

ま
た
、半
神
と
河
の
う
ち
に
は
他
の
一
致
点
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
河
が
流
れ
と
し
て
生
成
す
る
や
い
な
や
、
根
源
か
ら
発
源
し
た
流
れ
は
根

源
か
ら
い
わ
ば
分
離
す
る
。
と
は
い
え
河
の
流
れ
出
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
る
が
ゆ

え
に
両
者
は
一
体
化
し
て
い
る
と
も
い
え
、
河
が
流
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
そ
の

流
れ
を
可
能
に
す
る
根
源
と
そ
こ
か
ら
発
源
し
た
流
れ
と
を
分
け
つ
つ
も
両
者
を
媒

介
し
て
い
る
と
い
え
る
。
同
様
に
半
神
と
は
神
々
と
人
間
と
の
た
ん
な
る
合
成
物
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
神
々
と
人
間
の
存
在
と
が
開
示
さ

れ
る
よ
う
な
、
両
者
を
区
別
し
つ
つ
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

三　

三
種
の
聴
き
方

で
は
こ
の
よ
う
な
半
神
と
し
て
の
ラ
イ
ン
河
と
、「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
お
け
る
詩

人
は
ど
の
よ
う
に
「
共
に
」
嘆
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
で

は
神
々
を
諦
め
つ
つ
も
待
ち
焦
が
れ
つ
つ
耐
え
抜
き
つ
つ
苦
し
む
と
い
う
こ
と
に
関

連
し
て
詩
人
の
嘆
き
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
が
、「
ラ
イ
ン
」
で
も
、
存
在
の
創
設
は

「〔
半
神
と
〕
共
に
苦
し
む
こ
と
（M

itleiden

）
で
し
か
あ
り
え
な
い
」（
１
８
４
）
と
い

う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
半
神
と
し
て
の
ラ
イ
ン
河
と
共
に
苦
し
む
こ
と
、
こ

れ
が
詩
人
の
悲
し
み
、
嘆
き
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

仕
方
で
な
さ
れ
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
半
神
の
嘆
き
を
「
聴
く
」
と
い
う
詩
人

の
態
度
に
注
目
し
て
解
釈
す
る
。
具
体
的
に
は
、
第
二
連
の
、
若
者
の
声
に
つ
い
て

「
両
親
に
は
憐
れ
み
の
念
を
お
こ
さ
せ
る
（Erbarm

end

）
が
し
か
し
／ 

死
す
べ
き
も
の

た
ち
は
そ
の
場
か
ら
逃
げ
た
」
と
語
ら
れ
る
箇
所
を
論
拠
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

は
三
種
の
聴
き
方
を
分
析
し
て
い
る
。

一
つ
は
半
神
の
親
と
し
て
の
神
々
の
聴
き
方
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
半
神
へ
の
憐
れ

み
の
念
が
起
こ
る
が
、「
そ
れ
は
ど
ん
な
場
合
で
あ
れ
関
与
の
一
種
で
あ
り
、
し
か
も

優
越
し
た
仕
方
で
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（198

）。
こ
の
反
対
に
あ
る
の
は

死
す
べ
き
人
間
の
聴
き
方
で
あ
り
、
彼
ら
は
半
神
の
嘆
き
を
不
気
味
に
思
い
（vgl. 

229

）、
そ
こ
か
ら
逃
げ
て
聴
こ
う
と
し
な
い
。
詩
人
の
聴
き
方
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
描
写
は
な
い
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
両
極
端
の
中
間
に
い
る
の
が
詩
人
で
あ

る
と
解
釈
し
、「
詩
人
的
な
聴
く
こ
と
は
、
嘆
き
悲
し
む
声
に
関
与
す
る
こ
と
な
し
に
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耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」（198

）
と
述
べ
て
い
る
。
詩
人
は
他
の
人
間
の
よ
う

に
逃
げ
は
し
な
い
が
、
神
々
の
よ
う
に
半
神
に
憐
れ
み
つ
つ
自
ら
の
優
越
を
感
じ
な

が
ら
、
つ
ま
り
半
神
に
対
し
て
何
か
自
分
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
そ
れ

に
関
与
す
る
の
で
も
な
い
。
詩
人
は
た
だ
「
共
に
苦
し
む
」
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し

半
神
の
嘆
き
に
憐
れ
ん
で
い
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
仕
方
で
「
共
に
苦

し
む
」
の
か
。「
詩
人
的
な
聴
く
こ
と
は
〔
半
神
の
〕
嘆
き
悲
し
む
声
を
解
決
す
る
だ

け
の
力
が
な
い
」（ebd.
）。
つ
ま
り
詩
人
は
半
神
の
苦
し
み
を
感
じ
、共
に
苦
し
み
は

す
る
が
、
そ
れ
に
関
与
し
た
く
て
も
何
も
自
分
が
で
き
な
い
と
い
う
自
覚
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
こ
の
苦
し
み
は
相
手
を
思
う
気
持
ち
で
あ
る
と

同
時
に
自
分
の
無
力
さ
、
有
限
性
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
に
も
「
聖
な
る
仕
方
」
で
悲
し
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
分
に
も
対
象
に
も
偏
ら

ず
、
自
立
し
つ
つ
も
対
象
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
私
心
の
な
い
」
仕
方

で
悲
し
む
あ
り
方
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る⑨
。

四　

憐
れ
み
と
逃
避
の
共
通
性

こ
の
よ
う
な
憐
れ
み
、共
苦
、逃
避
と
い
っ
た
三
種
の
あ
り
方
の
う
ち
、ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
憐
れ
み
と
逃
避
に
関
し
て
は
、「
両
者
〔
神
々
と
死
す
べ
き
者
ど
も
〕
は
、
異

な
っ
た
仕
方
で
は
あ
る
が
、
根
源
を
そ
れ
自
身
に
引
き
渡
す
と
い
う
点
に
お
い
て
合

致
す
る
。
つ
ま
り
片
方
は
根
源
を
解
放
し
、
も
う
片
方
は
根
源
を
忘
却
す
る
、
つ
ま

り
押
し
の
け
る
」（200f.

）
と
主
張
す
る
。
憐
れ
み
は
、対
象
の
苦
し
み
を
聞
き
出
し
、

根
源
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
い
る
そ
の
嘆
き
の
声
を
「
聞
き
入
れ
る
（Erhören

）」

（200

）。
憐
れ
み
に
お
い
て
は
優
越
的
な
仕
方
で
の
対
象
へ
の
関
与
が
な
さ
れ
る
た

め
、
そ
の
対
象
で
あ
る
半
神
と
し
て
の
ラ
イ
ン
河
を
そ
の
苦
し
み
か
ら
、
つ
ま
り
根

源
で
の
縛
ら
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
願
い
を
か
な
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、河
は
流
出
し
て
大
地
に
道
を
作
り
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
り
根
源
と
、

そ
こ
か
ら
発
源
し
た
も
の
の
い
わ
ば
二
分
化
が
生
じ
る
が
、
こ
の
二
分
化
以
前
は
実

の
と
こ
ろ
半
神
が
縛
ら
れ
て
い
る
深
淵
に
あ
る
の
は
い
わ
ば
た
だ
の
水
た
ま
り
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
二
分
化
な
し
に
は
根
源
は
根
源
と
し
て
は
、
つ
ま
り
そ
こ
か
ら
流
出

し
た
も
の
を
可
能
に
し
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
水
源
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
決
し

て
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
神
々
に
よ
る
憐
れ
み
に
お
け
る
聞
き
入
れ
は
、
根
源
を
は

じ
め
て
根
源
と
し
て
生
成
せ
し
め
る
と
い
う
働
き
を
果
た
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

神
々
は
解
放
し
て
か
ら
も
ず
っ
と
こ
の
根
源
を
気
に
か
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

解
放
さ
れ
る
と
同
時
に
「
根
源
そ
の
も
の
は
、そ
れ
自
身
へ
と
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
」

（200

）。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
は
誰
か
を
憐
れ
ん
で
い
る
者
が
当
該
者
を
助
け
て
し
ま
っ
た

後
に
は
、
そ
の
者
の
苦
し
み
を
感
じ
続
け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
擬
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
死
す
べ
き
人
間
ど
も
は
半
神
の
嘆
き
悲
し
む
声
か
ら
逃
避
す
る
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
「
聞
き
逃
し
（Ü

berhören

）」（ebd.

）
で
あ
り
、
流
出
し
た
い
と
嘆
く

根
源
に
お
け
る
豊
穣
さ
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
ど
も
は
「
発
源

4

4

し
て
い
る
当
の
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

に
の
み
固
執
す
る
。
発
源
し
て
存
在
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
考

え
る
こ
と
な
し
に
」（ebd.

）。
こ
の
よ
う
な
不
気
味
さ
の
回
避
、存
在
す
る
こ
と
そ
の

も
の
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
態
度
に
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
論
じ
ら
れ
た
、

不
安
に
よ
り
開
示
さ
れ
る
不
気
味
さ
か
ら
の
逃
避
ゆ
え
に
可
能
と
な
る
現
存
在
の
頽

落
の
状
態
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（vgl. SuZ, 186

）。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
発

源
し
た
も
の
を
存
在
者
、
根
源
を
存
在
と
捉
え
る
小
林
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
る⑩
。
そ

の
場
合
、
人
間
の
あ
り
方
は
存
在
忘
却
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

五　

共
苦
に
よ
る
明
け
開
き
と
根
拠
づ
け

で
は
共
苦
と
い
う
詩
人
の
聴
き
方
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
生
ず
る
の

か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
詩
人
に
よ
る
聴
く
こ
と
と
は
、「
縛
ら
れ
た
根
源
の
豊
穣
さ
を

持
ち
こ
た
え
る
」（201

）
と
い
う
。
嘆
き
苦
し
む
半
神
に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
つ
つ

も
、
自
分
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
態
度
は
対
象
に
手
出
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し
を
し
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
を
見
捨
て
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
そ
れ
と
共
に
持

ち
こ
た
え
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
「
根
源
を
聴
く
こ
と
、
つ
ま
り

そ
れ
が
縛
ら
れ
つ
つ
も
ま
さ
に
飛
び
出
そ
う
と
し
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
の
よ
う
に
し
て
根
源

と
し
て
ま
だ
全
く
そ
れ
自
身
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
聴
く
こ
と
」（201

、強

調
筆
者
）と
解
さ
れ
る
。
詩
人
の
共
苦
は
神
々
の
憐
れ
み
の
よ
う
に
根
源
を
根
源
た
ら

し
め
発
源
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
力
は
無
い
が
、
そ
の
場
で
共
に
耐
え
る
こ
と
に
よ

り
、
何
が
そ
こ
で
本
来
的
に
生
起
し
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

ま
さ
に
な
ん
ら
か
の
形
を
も
っ
て
飛
び
出
さ
ん
と
す
る
動
的
な
存
在
を
そ
れ
と
し
て

把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
発
源
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
こ

の
動
性
こ
そ
が
「
存
在
す
る
」
当
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
し
、
存
在
す

る
も
の
が
ま
さ
に
は
じ
め
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
そ
の
現
場
に
立
ち
会

い
つ
つ
、
半
神
と
し
て
の
河
の
「
明
け
開
き
つ
つ
苦
し
む
こ
と
（Er-leiden

）」（185

）

を
聴
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
態
度
の
内
に
は
、
根
源
と
そ
こ
か
ら
発
源
す
る
も
の
と
い
う
二
分
化
さ

れ
る
も
の
を
、
そ
の
区
別
は
そ
の
ま
ま
に
媒
介
し
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
持
ち
こ
た

え
る
と
い
う
あ
り
方
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
二
分
化
さ
れ
る
も
の
は
存
在
と
存
在
者

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
事
象
的
に
は
根
源
か
ら
の
流
出
を
可
能

に
し
軌
道
や
秩
序
を
作
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
神
々
と
、
流
れ
出
し
た
も
の
の
ほ
う

に
興
味
を
向
け
、
軌
道
や
秩
序
に
従
う
人
間
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
存
在
と
存
在
者
、
そ
し
て
神
々
と
人
間
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
仕
方

で
、
詩
作
す
る
者
は
「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
お
い
て
共
に
嘆
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
先
述
の
と
お
り
、
こ
の
気
分
に
よ
る
故
郷
の
大
地
の
う
ち
へ

の
「
移
し
入
れ
」
と
は
、
た
ん
に
風
土
と
共
鳴
し
、
一
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
諸
力
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
詩
人

の
耐
え
抜
き
に
よ
り
、
存
在
者
は
ま
さ
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
さ
ら

に
神
々
と
人
間
は
そ
の
耐
え
抜
き
に
媒
介
さ
れ
て
一
つ
の
関
係
の
う
ち
に
立
つ
。
そ

れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な「
抜
き
移
し
」は
存
在
者
を
ま
さ
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て「
明

け
開
く
こ
と
（Eröffnung

）」（140, 181

）
で
あ
り
、
ま
た
神
々
、
人
間
、
大
地
の
す
べ

て
を
包
括
す
る
「
存
在
（Seyn

）」
を
そ
れ
と
し
て
「
根
拠
づ
け
る
こ
と
（G

ründung

）」

（181

）
で
あ
る
と
も
述
べ
ら
れ
る
。

Ⅳ　

詩
作
か
ら
の
締
め
出
さ
れ

先
に
、
詩
人
に
よ
る
創
設
と
は
「
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
を
そ
の
本
質
に
お
い
て

前
も
っ
て
は
じ
め
て
企
投
す
る
こ
と
」（214

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
い

た
が
、「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
お
け
る
「
抜
き
移
し
」、「
移
し
入
れ
」、「
明
け
開
き
」、

「
根
拠
づ
け
」
に
よ
っ
て
、
神
々
、
人
間
、
大
地
、
存
在
者
の
統
一
的
連
関
、
言
い
換

え
れ
ば
、
存
在
者
全
体
が
は
じ
め
て
そ
れ
と
し
て
明
け
開
か
れ
る
。
と
は
い
え
詩
人

は
た
だ
こ
の
開
け
を
耐
え
抜
く
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
を
言
葉
に
し
て
伝
え
て

い
る
。
そ
の
語
り
は
眼
前
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
と
ぎ
れ
な
く
語
る
の
で
も
、
記
述

す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
来
る
べ
き
神
々
を
待
ち
焦
が
れ
つ
つ
、
そ
の
嘆
き
を
伴

な
う
待
望
の
中
で
開
か
れ
て
い
る
諸
関
係
お
よ
び
そ
の
全
体
と
し
て
開
か
れ
て
い
る

存
在
を
そ
れ
と
し
て
保
護
し
、
民
族
が
そ
れ
へ
と
思
い
を
馳
せ
、
回
想
で
き
る
よ
う

に
保
つ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
詩
人
は
そ
う
し
た
存
在
を
「
説
明

し
よ
う
と
し
な
い
」。
半
神
と
し
て
の
ラ
イ
ン
河
そ
の
も
の
の
嘆
き
、つ
ま
り
そ
の
根

源
に
縛
ら
れ
つ
つ
ま
さ
に
な
ん
ら
か
の
形
を
も
っ
て
存
在
し
よ
う
と
す
る
そ
の
豊
饒

さ
を
耳
に
し
て
も
、
詩
人
は
そ
れ
に
そ
も
そ
も
自
分
が
関
与
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
と
は
い
え
た
ん
に
無
視
す
る
の
で
も
、
ま
た
沈
黙
す
る
の
で
も
な
い
。
自

身
の
有
限
性
を
自
覚
し
つ
つ
共
に
悲
し
み
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
に
介
入
し
つ

つ
説
明
す
る
の
で
も
、
ま
た
無
視
す
る
の
で
も
な
い
と
い
う
仕
方
で
の
嘆
き
が
一
つ

一
つ
の
語
と
な
り
、
そ
の
生
起
を
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
に
保
つ
の
で
あ
る
。
と
は
い
え

こ
れ
は
個
人
の
心
情
吐
露
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
聖
な
る
悲
し
み
」
の
「
私
心
の
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な
さ
」
に
お
い
て
、
先
述
の
よ
う
に
詩
人
は
「
私
」
で
は
な
く
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し

て
語
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
「
自
分
の
魂
の
体
験
を
綴
る

の
で
は
な
く
、「
神
の
雷
の
も
と
に
」
―
「
頭
を
む
き
出
し
に
し
」、
支
え
な
く
、
自4

ら
を
放
棄
し

4

4

4

4

4

、
自
ら
離
れ
て

4

4

4

4

4

立
っ
て
い
る
」（30

、
強
調
筆
者
）
と
い
う
詩
人
の
あ
り

方
に
も
呼
応
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
詩
人
は
他
者
に
開
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
す
で
に

共
同
体
な
る
も
の
が
生
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
人
間
の
歴
史
的
現
存
在
は
存
在
に
よ
っ
て
根
本
か
ら

担
わ
れ
且
つ
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
詩
人
〔
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
〕
は
こ
の
存
在
を
先

ん
じ
て
経
験
し
、
初
め
て
語
に
入
れ
て
覆
い
、
こ
の
よ
う
に
し
て
民
族
の
内
へ
と
立

て
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
」（184

）、「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
作
品
は
、
そ
れ
自
身
で
固

ま
っ
て
い
る
突
出
部
（Vorsprung

）
の
よ
う
に
、わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
現
存
在
の
う
ち

に
固
定
さ
れ
て
い
る
」（ebd.

）。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、ド
イ
ツ
人
は
詩
作

的
な
こ
と
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（vgl. 22, 59
）。
こ
の
主
張
自
体
も
ヘ
ル

ダ
ー
リ
ン
の
「
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
ー»M

nem
osyne«

」（
第
二
稿
）
の
冒
頭
の
三
行
、

「
我
々
は
一
つ
の
印
。
解
す
す
べ
な
く（deutungslos

）／
痛
み
を
知
ら
ず（schm

erzlos

）。

ほ
と
ん
ど
／ 

言
葉
を
異
郷
の
内
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
」
を
基
に
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ

人
が
そ
の
規
定
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を「
解
す
す
べ
な
く
」と
い
う
語
か
ら
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
読
み
取
り
、
規
定
が
生
じ
な
い
の
は
根
本
気
分
が
調
律
す
る
力
を
欠
い
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、
だ
か
ら
「
痛
み
を
知
ら
ず
」
な
の
だ
と
述
べ
る
（vgl. 135

）。
そ
れ

ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
詩
人
を
根
本
か
ら
気
分
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
聖
な
る

悲
し
み
」
が
呼
び
起
こ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
（vgl. 146

）、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
詩
作
の
解
明
を
通
じ
て
そ
の
呼
び
起
こ
し
を
す
る
と
い
う
試
み
こ
そ
が
当
該
の
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
の
核
を
な
し
て
い
る
。

結
論

「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
論
述
は
、た
し
か
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
の
言
葉
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
に
も
彼
独
自
の
現
象
学
的
考
察
が

含
ま
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
基
に
、「
聖
な
る
悲
し
み
」
の
内
に

見
出
さ
れ
う
る
事
象
的
重
要
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
諦
め
と
憧
れ
と
い
う
二
種
の
相
反
す
る
情
状
性
の
動
き

の
中
に
あ
り
つ
つ
も
、
す
で
に
こ
の
両
者
を
「
耐
え
抜
く
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
不

可
欠
な
契
機
と
し
て
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
の
情
状
性
に
偏

る
仕
方
で
浸
る
の
で
は
、
す
で
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
対
す
る
た
ん
な
る
絶
望

な
い
し
、
ま
だ
訪
れ
て
く
れ
な
い
も
の
に
対
す
る
希
望
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、「
耐
え

抜
く
」
と
い
う
契
機
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
種
の
情
状
性
は
悲
し
み
に
お
い

て
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
耐
え
抜
く
」
こ
と
の
中
で
し
か
悲
し
み
は
あ
り
え

な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
耐
え
抜
き
」
こ
そ
が
、
不
在
の
も
の
と
の
関
係
を
遠
く
に
開

く
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
眼
前
に
あ
る
も
の
を
描
い
た
り
、
記
述
し
た
り
、
た
ん
な

る
構
想
力
や
思
い
つ
き
に
頼
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
だ
存
在
し
な
い
も
の
を

は
じ
め
て
企
投
す
る
と
い
う
「
詩
作
」
を
ま
さ
に
可
能
に
す
る
と
い
え
る
。

ま
た
悲
し
み
つ
つ
あ
る
嘆
き
に
含
ま
れ
て
い
る
「
苦
し
み
」
は
、
そ
の
「
共
苦
」

と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
、
一
方
で
は
共
鳴
や
同
調
と
い
っ
た
現
象
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
自
身
以
外
の
も
の
と
の
一
体
化
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は「
不
安
」や「
退

屈
」
と
い
っ
た
他
の
根
本
気
分
に
は
見
出
せ
ず
、
人
間
が
土
着
的
な
も
の
に
な
る
た

め
に
は
欠
か
せ
な
い
契
機
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
他
方
で
こ
う
し
た
「
共
苦
」
は
、

自
身
と
他
な
る
も
の
と
の
断
絶
、
自
身
の
有
限
性
に
も
気
づ
く
よ
う
に
さ
せ
る
現
象

で
あ
り
、
関
与
し
て
説
明
す
る
の
で
も
、
逃
げ
て
語
ら
な
い
と
い
う
の
で
も
な
く
、

た
だ
共
に
嘆
く
こ
と
に
よ
り
、
自
分
で
は
な
い
も
の
か
ら
距
離
を
と
り
つ
つ
そ
れ
を

そ
の
も
の
と
し
て
保
護
す
る
と
い
う
詩
人
の
あ
り
方
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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他
方
、
存
在
者
を
ま
さ
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
明
け
開
く
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
「
不
安
」、「
退
屈
」
の
気
分
に
も
見
出
せ
る
。「
不
安
」
や
「
退
屈
」
に
お
い
て

は
、
存
在
者
全
体
が
ど
う
で
も
い
い
こ
と
の
う
ち
に
沈
ん
だ
り
脱
去
す
る
こ
と
に
よ

り
、
存
在
者
の
意
味
に
関
し
て
留
保
が
生
じ
、
そ
れ
を
介
し
て
存
在
者
が
あ
ら
た
め

て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
開
示
さ
れ
る⑪
。
し
か
し
「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
特
有
な
の

は
、た
ん
に
一
挙
に
す
べ
て
の
も
の
の
現
わ
れ
方
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

半
神
と
し
て
の
河
と
共
に
嘆
く
こ
と
に
即
し
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
生
じ
る

の
は
、
む
し
ろ
な
ん
ら
か
の
形
態
を
も
っ
て
存
在
し
よ
う
と
し
て
飛
び
出
さ
ん
と
す

る
動
き
と
、
そ
の
動
き
に
よ
っ
て
存
在
者
の
生
成
が
可
能
に
な
る
と
い
う
ま
さ
に
そ

の
次
元
で
の
存
在
と
存
在
者
と
の
共
属
の
状
態
、
お
よ
び
両
者
の
分
裂
の
苦
し
み
や

痛
み
を
感
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
動
的
な
仕
方
で
存
在

す
る
も
の
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
は
じ
め
て
生
成
し
て
く
る
こ
と
に
対
す
る
感
受

性
、
半
神
と
し
て
の
河
の
「
明
け
開
き
つ
つ
あ
る
苦
し
み
」
へ
の
感
受
性
、
そ
れ
を

備
え
て
い
る
の
が
詩
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
死
へ
の
「
不
安
」
や
時
間
性

に
基
づ
く
「
退
屈
」
が
、
個
々
の
現
存
在
の
存
在
を
そ
の
根
底
か
ら
規
定
す
る
根
本

気
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
先
述
の
よ
う
な
感
受
性
と
し
て
の
契
機
も
含
ま
れ
る
「
聖

な
る
悲
し
み
」
が
さ
し
あ
た
り
、
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
み
に
特
有
な
詩
作
の
根
本

気
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
も
（vgl. 183

）、
こ
の
よ
う
な
理
由

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
気
分
の
呼
び
覚
ま
し
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
試
み
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
聴
き
手
が
憐
れ
み
で
も
な
く
逃
避
で
も
な
く
共
苦
と
い
う
仕
方

で
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
語
を
聴
け
る
の
で
な
け
れ
ば
こ
の
試
み
は
成
功
し
な

い
。
し
か
し
「
痛
み
を
知
ら
ず
」
に
い
る
人
々
に
詩
人
の
声
が
「
必
然
的
に
聞
き
逃

さ
れ
る
」（146

）
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
彼
は
想
定
し
て
い
る
。
半
神
の
嘆
き
が

死
す
べ
き
人
間
ど
も
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
、
聞
き
逃
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
、
存
在

忘
却
に
陥
っ
た
人
々
に
詩
人
の
嘆
き
が
聞
き
逃
さ
れ
る
の
が
必
然
的
で
あ
る
限
り
、

詩
作
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
存
在
は
い
わ
ば
理
念
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
上
記
の
よ
う
な
想
定
を
し
て
い
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
、
こ
の
こ
と
に
は
自
覚

的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
数
々
の
詩
人
論
に

お
い
て
も
、
や
は
り
「
諦
め
」
や
「
痛
み
」
と
の
関
係
に
お
い
て
「
悲
し
み
」
に
つ

い
て
論
じ
続
け
る⑫
。
そ
れ
は
や
は
り
彼
が
、
不
在
の
も
の
と
の
関
係
、
同
調
、
他
な

る
も
の
の
保
護
、
有
限
性
の
自
覚
な
ど
と
い
っ
た
こ
の
気
分
に
含
ま
れ
る
事
象
的
特

徴
を
重
視
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
解
し
た
い
。

注＊
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
39
巻
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
を
（　
　

）
内
に
ア
ラ
ビ
ア
数

字
に
て
記
載
し
て
あ
る
。
そ
の
他
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
引
用
略
符
号
と
頁
数

を
、（　
　

）
の
内
に
組
み
入
れ
て
行
な
っ
た
。
引
用
文
内
の
〔　
　

〕
の
箇
所
は
、

筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

M
artin H

eidegger: G
esam

tausgabe [G
A

], Frankfurt a. M
.,V

ittorio K
losterm

ann, 
1975ff.:

G
A

5: H
olzw

ege, hrsg. v. F-W
. von H

errm
ann, 21977.

G
A

9: W
egm

arken, hrsg. v. F-W
. von H

errm
ann, 1976.

G
A

12: U
nterw

egs zur Sprache, hrsg. v. F-W
. von H

errm
ann, 1985.

G
A

 20: Prolegom
ena zur G

eschichte des Zeitbegriffs, hrsg. v. P. Jaeger, 31994.
G

A
 39: H

ölderlins H
ym

nen »G
erm

anien« und »D
er Rhein«, hrsg. v. S. Ziegler, 

31999.
G

A
 45: G

rundfragen der Philosophie. Ausgew
ählte »Problem

e« der »Logik«, hrsg. 
v. F.-W

. von H
errm

ann, 21992.
SuZ: Sein und Zeit, Tübingen: M

ax N
iem

eyer 171993.

＊
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
や
讃
歌
の
訳
出
に
際
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
適
宜
参
照
し
た
。

木
下
康
光
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ト
レ
チ
ア
ッ
ク
訳
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
『
ゲ
ル
マ
ー

ニ
エ
ン
』
と
『
ラ
イ
ン
』』（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
三
九
巻
）
創
文
社
、
一
九
八
六

年
、
川
村
二
郎
訳
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
詩
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
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①　
「
聖
な
る
悲
し
み
」
を
扱
っ
て
い
る
主
な
先
行
研
究
は
以
下
の
と
お
り
。Susanne 

Z
iegler, H

eidegger, H
ölderlin und die Ά

λήθεια: M
artin H

eideggers 
G

eschichtsdenken in seinen Vorlesungen 1934/35 bis 1944, B
erlin: D

uncker &
 

H
um

blot 1991; Stephanie B
ohlen, D

ie Ü
berm

acht des Seins: H
eideggers 

Auslegung des Bezuges von M
enschen und N

atur und H
ölderlins D

ichtung des 
H

eiligen, B
erlin: D

uncker &
 H

um
blot 1993; H

olger H
elting, H

eideggers 
A

uslegung von H
ölderlins D

ichtung des H
eiligen: E

in B
eitrag zur 

G
rundlagenforschung der D

aseinsanalyse, B
erlin: D

uncker &
 H

um
blot 1999; 

R
obert A

ndré, G
espräch von Text zu Text: C

elan-H
eidegger-H

ölderlin, 
H

am
burg: M

einer 2001. 
佐
々
木
正
寿
「
人
間
存
在
の
気
分
と
言
葉
：
言
葉
の
根
源
へ

向
か
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
視
線
」、『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
第
三
五
号
、
六
一－

七
四
頁
、

二
〇
〇
四
年
、譽
田
大
介
「「
詩
作D

ichtung

」
の
圏
域
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
存

在
へ
の
問
い
」
と
芸
術
を
め
ぐ
っ
て
」、『
現
象
学
年
報
』
第
二
四
号
、
七
七－

八
四

頁
、
二
〇
〇
八
年
、
小
林
正
嗣
『
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
と
政
治
―
民
族

に
お
け
る
存
在
の
現
れ
』、
風
行
社
、
二
〇
一
一
年
。

 

　

佐
々
木
は
言
語
論
、
譽
田
は
芸
術
論
、
小
林
は
民
族
論
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
た

め
、「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
内
実
に
関
し
て

詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
ン
ド
レ
に
よ
る
論
述
も
か
な
り
短
い
も
の
で
あ
る
。

ボ
ー
レ
ン
の
解
釈
は
詳
細
で
は
あ
る
が
、存
在
が
そ
れ
自
身
を
現
存
在
に
投
げ
渡
し
て

く
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
期
思
索
の
枠
組
み
を
大
前
提
と
し
て
話
が
進
め
ら

れ
る
た
め
、「
存
在
は
現
存
在
に
気
分
と
し
て
話
し
か
け
る
」（B

ohlen, a.a.O
., S. 253

）

な
ど
と
い
っ
た
秘
教
的
な
記
述
が
目
立
つ
。当
該
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
の
編
者
で
も

あ
る
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
の
論
稿
と
、
ヘ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
論
稿
に
お
い
て
は
、
比
較
的
詳
細

な
「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
つ
い
て
の
分
析
が
見
出
さ
れ
る
が
、い
ず
れ
の
分
析
も
第
一

部
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
の
解
釈
に
重
点
を
お
い
て
こ
の
気
分
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、本
稿
で
は
第
二
部
「
ラ
イ
ン
」
の
論
述
も
多
分
に
考
慮
に
い
れ
て
考

察
す
る
。

②　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、不
安
に
関
し
て
は
神
学
と
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。V

gl., O
tto Päggeler, N

eue W
ege m

it 
H

eidegger, Freiburg/M
ünchen: A

lber 1992. 

瀧
将
之
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
深
淵

と
不
安
―
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
不
安
の
概
念
』
を
参
照
し
つ
つ
―
」、『
思
想
と
し
て
の
仏

教
』（
実
存
思
想
論
集X

X
V

I

）、
理
想
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
五－

一
五
二
頁
、
茂

牧
人
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
神
学
』、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一
年
、
拙
論
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
お
け
る
気
分
論
の
形
成
―
一
九
二
四
年
夏
学
期
講
義
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
を

手
引
き
と
し
て
」、『
現
象
学
年
報
』
第
二
九
号
、
二
〇
一
三
年
、
一
〇
五－

一
一
四

頁
。

③　

と
く
に
大
地
へ
の
「
移
し
置
き
」
と
「
聖
な
る
悲
し
み
」
と
の
具
体
的
連
関
に
関
し

て
は
、比
較
的
詳
細
に
こ
の
気
分
を
扱
っ
て
い
る
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
や
ヘ
ル
テ
ィ
ン
グ
の

先
行
研
究
で
も
、
充
分
な
仕
方
で
は
究
明
さ
れ
て
い
な
い
（Ziegler, a.a.O

., 61, 
H

elting, a.a.O
., 57ff.

）。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
「
抜
き
移
し
」
よ
り
も
「
移
し
入
れ
」

の
分
析
の
ほ
う
に
比
重
を
置
く
こ
と
に
す
る
。

④　
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
九
年
）
で
は
、「
先
駆
的
決
意
性
」
に
お
い
て
現
存
在
は

己
の
有
限
性
を
ま
さ
に
そ
れ
と
し
て
引
き
受
け
て
端
的
に
目
標
が
与
え
ら
れ
（vgl. 

SuZ, 384

）、
自
分
へ
の
可
能
性
の
伝
承
が
明
瞭
な
仕
方
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
こ
と
、ま
た
そ
う
し
た
あ
り
方
が
本
来
的
な
歴
史
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後

の
一
九
三
七
・
三
八
年
冬
学
期
講
義
「
哲
学
の
根
本
的
問
い
」（G

A
45

）
で
は
、「
歴

史
的
」
と
は
、
人
間
が
「
諸
々
の
目
的
、
尺
度
、
動
因
、
力
の
開
か
れ
た
圏
域
」
を

「
耐
え
る
」
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
で
立
つ
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（vgl. G
A

45, 36

）。

⑤　

こ
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
で
も
「
形
而
上
学
」
と
い
う
名
称
が
ま
だ
積
極
的
な
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
（vgl. G

A
39, 196

）。

⑥　

V
gl., Peter Traw

ny, H
eidegger und H

ölderlin oder D
er Europäische M

orgen, 
W

ürzburg: K
önigshausen &

 N
eum

ann 2004, S. 80.

⑦　

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
に
お
い
て
は
、古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
対
し
て
ド
イ
ツ
人
の
使
命

や
規
定
な
る
も
の
を
見
出
し
、ド
イ
ツ
人
を
特
権
化
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意
図
が
色

濃
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
そ
こ
で
考
察
さ
れ
て
い
る
気
分
、
神
々
と
の
関

係
、
歴
史
な
ど
の
「
構
造
」
に
関
し
て
は
、
他
の
文
化
圏
に
も
適
用
し
て
考
え
る
こ
と

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
筆
者
の
解
釈
は
、そ
も
そ
も
一
般
化
を
避
け
て
神
々
や

大
地
の
話
を
し
て
い
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意
図
に
逆
ら
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
一
九
二
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
た
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
で
も
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
例
え
ば
死
の
分
析
に
お
い
て「
こ
う
し
た
可
能
性
‐
私
の
死
と
し
て

の
死
‐
は
、私
自
身
で
あ
る
。
死
一
般
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
」（G

A
20, 433

）
と



一
七
四

1016

述
べ
て
、あ
く
ま
で
も
考
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
私
の
死
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
て
い
る
が
、そ
こ
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
構
造
を
現
存
在
一
般
に
適
応
し
て
考

え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

⑧　

実
際
に
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
に
お
い
て
、第
一
連
で
は
「
彼
ら
を
私
は
も
は
や
呼

ん
で
は
い
け
な
い
」
と
、ま
た
第
二
連
の
最
初
の
ほ
う
で
は
「
私
は
こ
こ
で
何
も
否
定

せ
ず
、
請
い
求
め
る
こ
と
も
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
「
私
」
が
語
っ
て
い
る
が
、
第

二
連
の
途
中
の
「
ひ
と
す
じ
の
黄
金
の
煙
、伝
説
（Sage

）
と
な
っ
て
上
に
漂
い
／
そ

し
て
今
、
わ
れ
わ
れ
、
疑
っ
て
い
る
者
ど
も
（uns Zw

eifelnden

）
の
頭
を
も
う
ろ
う

と
包
み
込
む
／
そ
し
て
こ
の
煙
が
ど
う
生
じ
た
の
か
を
誰
も
知
ら
な
い
」と
い
う
箇
所

に
「
わ
れ
わ
れ
に
（uns
）」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
（vgl. G

A
39, 79

）。
当
該
の

講
義
録S.100

に
お
け
る
「
私
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」
に
な
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

解
釈
は
こ
の
第
二
連
を
論
拠
と
し
て
い
る
。

⑨　

ヘ
ル
テ
ィ
ン
グ
も
三
種
の
聴
き
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
（H
elting, a.a.O

., S. 
65

）、
彼
は
詩
人
の
聴
き
方
を
可
能
に
す
る
の
が
「
聖
な
る
悲
し
み
」
に
お
け
る
「
共

苦
」
や
「
共
に
嘆
く
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
な
い
。

⑩　

小
林
、
前
掲
書
、
二
五
三
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、
こ
の
根
源
と
そ
こ
か
ら
発
源
し
た
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
の
内
に
は
、

後
の
「
存
在
の
歴
史
」
の
構
想
で
述
べ
ら
れ
る
「
始
元
（A

nfang

）」
と
そ
こ
か
ら
発

源
し
た
も
の
と
し
て
の
西
洋
の
歴
史
と
の
関
係
と
同
じ
構
造
が
、
既
に
看
取
で
き
る

（Ziegler, a.a.O
. S. 30

）。
そ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、こ
の
河
の
記
述
の

内
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
始
元
と
そ
の
派
生
と
し
て
の
歴
史
と
の
関

係
を
も
看
取
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑪　

V
gl. 

拙
著 G

rundstim
m

ung Japans: Ein Versuch m
it M

artin H
eideggers 

Stim
m

ungsphänom
enologie, Frankfurt a.M

./B
erlin: Peter Lang, 2010, S. 61-68.

⑫　

ゲ
オ
ル
ゲ
論
「
言
葉
の
本
質
（D

as W
esen der Sprache

）」（
一
九
五
七
・
五
八
年
）

「
語
（D

as W
ort

）」（
一
九
五
八
年
）、
そ
し
て
ト
ラ
ー
ク
ル
論
「
詩
に
お
け
る
言
葉

（D
ie Sprache im

 G
edicht

）」（
一
九
五
二
年
）
な
ど
。
い
ず
れ
も
『
言
葉
へ
の
途
上
』

（G
A

12

）
所
収
。

（
す
え
ひ
さ 

あ
す
か　

成
城
大
学
文
芸
学
部
准
教
授
）


