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一　

問
題
設
定

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
を
中
心
と
し
た
思
考
圏
に

お
い
て
は
、
そ
の
強
調
点
に
多
少
の
変
動
が
あ
る
に
せ
よ
、
時
間
性
が
「
存

在
論
的
な
（on

tolog
isch

  
     
    

）
超
越
」（G

A
2
4
,
4
2
3

 
 
 
 
   
 
 

）
を
介
し
て
「
存
在
者
的

な
（on

tisch

  
     

）
超
越
」（G
A
2
6
,
1
9
4

 
 
 
 
  
 
 
 

）
を
意
味
づ
け
る
と
い
う
超
越
概
念
の

構
図
が
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、「
存
在
者
と
か
か
わ
る
こ
と
」（G

A
2
4
,

 
 
 
 
  

3
9
0

 
 
 

）
で
あ
る
存
在
者
的
超
越
の
可
能
性
の
条
件
が
存
在
論
的
超
越
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
こ
の
存
在
論
的
超
越
の
可
能
性
の
条
件
が
「
時
間
性
の
脱
自
的
・

地
平
的
体
制
」（G

A
2
4
,
4
2
9

 
 
 
 
  
 
 
 

）
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
彼
な
り
の
こ
う

し
た
超
越
論
的
哲
学
の
な
か
で
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
」（S

Z
,
1
9

 
 
   
 

）

と
い
う
時
間
概
念
を
提
示
し
て
い
た
。

　

こ
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
は
、『
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
』（
一
九
二
七
年

夏
学
期
講
義
、
以
下
『
根
本
問
題
』
と
略
記
）
で
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

存
在
了
解
の
地
平
を
あ
ら
わ
す
時
間
性
（cf.,

G
A
2
4
,
3
2
3

      
 
 
 
   
 
 

）、
つ
ま
り
、

「
脱
自
的
時
間
性
の
地
平
的
図
式
」（G

A
2
4
,
4
1
8

 
 
 
 
   
 
 

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

現
存
在
の
実
存
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
存
在
や
世
界
の
側
か
ら
時
間
性
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
試
み
で
あ
る
。「
存
在
論
の
歴
史
の
解
体
」（S

Z
,
1
9
,
v
g
l.,

 
 
   
 
   
 
    

G
A
2
4
,
3
1
f.

 
 
 
 
   
 
  
）
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
テ
ン
ポ

ラ
リ
テ
ー
ト
の
問
題
圏
に
お
い
て
、「
存
在
の
学
的
解
釈
」
と
「
時
間
現
象
」
と

が
結
び
つ
く
さ
ま
を
解
き
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（S

Z
,
2
3

 
 
   
 

）。
こ
う
し

た
解
明
の
手
が
か
り
と
な
っ
た
の
が
、
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』（
以
下

『
第
一
批
判
』
と
略
記
）
の
「
図
式
論
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
を
め

ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
哲
学
的
思
考
か
ら
図
式
論
の
「
超
越
論
的
時
間
規

定
」
を
照
ら
し
出
す
こ
と
で
、「
時
間
と
〈
私
は
考
え
る
〉
の
あ
い
だ
で
の
決

定
的
な
連
関
」
を
お
お
う
「
暗
闇
」
が
取
り
払
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（S

Z
,

 
 
  

2
4

 
 

）。「
こ
の
と
き
あ
ら
わ
に
な
る
の
は
、
存
在
者
の
存
在
に
か
ん
す
る
解
釈

【
論
文
】

　

時
間
性
の
図
式
と
自
由

　
　
　

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
を
め
ぐ
っ
て
―

横　
　

地　
　

徳　
　

広
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が
《
世
界
》
も
し
く
は
最
広
義
で
の
《
自
然
》
に
定
位
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

こ
の
解
釈
は
実
の
と
こ
ろ
、
存
在
了
解
を
《
時
間
》
か
ら
獲
得
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
」（S

Z
,
2
5

 
 
  
 
 

）。

　

で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
お
い
て
図
式
概
念
は
い
か

な
る
存
在
論
的
機
能
を
み
と
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

　

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
超
越
論
的
図
式
」
と
は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
へ
の

諸
現
象
の
包
摂
を
媒
介
す
る
超
越
論
的
時
間
規
定
」
の
こ
と
で
あ
っ
た

（A
1
3
9
/
B
1
7
8

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

）。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
あ

ら
わ
に
な
る
こ
と
と
存
在
論
的
超
越
と
を
媒
介
す
る
図
式
の
機
能
を
見
出
し

て
い
く
。
こ
の
図
式
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
（
１
）

に
あ
っ
て
二
つ

の
存
在
論
的
機
能
を
に
な
う
。
そ
れ
は
、
存
在
者
を
対
象
た
ら
し
め
る
「
対

象
性
（G

eg
en
stä
n
d
lich
k
eit

 
  
  
   
 
 
    
 
   

）
そ
の
も
の
」（G

A
3
,
9
0
 
 
 
   
 

）
の
時
間
的
構
造

化
と
、
世
界
の
時
間
的
構
造
化
で
あ
る
。
小
稿
で
は
、
図
式
機
能
の
こ
う
し

た
諸
相
に
注
目
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
が
行
き
着
く
と

こ
ろ
を
見
定
め
る
。

　

ま
ず
は
第
二
節
に
お
い
て
『
根
本
問
題
』
第
一
部
を
参
照
し
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
「
存
在
の
根
本
分
節
化
」
と
考
え
た
「
現
実
存
在
（ex

isten
tia

  
     
   

）」
お

よ
び
「
本
質
存
在
（essen
tia

     
   

）」
と
い
う
二
つ
の
伝
統
的
な
存
在
概
念
が

（G
A
2
4
,
3
3

 
 
 
 
  
 
 

）
認
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
働
く
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の

う
え
で
、『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』（
一
九
二
九
年
、
以
下
『
カ
ン
ト

書
』
と
略
記
）
の
図
式
論
解
釈
に
そ
く
し
て
、
実
体
概
念
に
ひ
そ
む
時
間
的

意
味
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
の
「
超
越
論
的
演
繹
論
」
解
釈
に
そ
く
し
て
、
対
象

性
と
本
質
存
在
の
関
係
を
探
る
。
次
に
第
三
節
で
は
、『
根
本
問
題
』
第
二

部
や
『
論
理
学
の
形
而
上
学
的
始
元
根
拠
―
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
出
発
し

て
』（
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
、
以
下
『
始
元
根
拠
』
と
略
記
）
の
第
二
部

を
と
り
あ
げ
、「
脱
自
態
の
地
平
的
図
式
」
と
世
界
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。

最
後
に
第
四
節
で
は
、
そ
う
し
た
地
平
的
図
式
に
み
と
め
ら
れ
た
二
つ
の
存

在
論
的
機
能
を
手
が
か
り
に
、
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
が
時
間
性
の
自

己
関
係
構
造
を
反
映
す
る
具
体
的
な
仕
方
を
確
認
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越

論
的
哲
学
に
お
け
る
自
由
の
問
題
に
迫
る
。

　

＊

　
「
転
回
の
思
索
」（
２
）

に
従
う
よ
う
に
な
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
解
釈
に

よ
れ
ば
、
彼
の
超
越
論
的
哲
学
は
カ
ン
ト
哲
学
を
形
而
上
学
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
を
通
じ
て
語
り
出
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
主
観
性
の
形
而
上
学
」
と

い
う
色
調
を
濃
く
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、「
形
而
上
学
の
言
葉
」（G

A
9
,
3
2
7
f.

 
 
 
   
 
 
  
）
で
語
る
な
ら
ば
、

世
界
で
の
経
験
を
構
成
し
て
い
く
超
越
論
的
機
能
に
対
す
る
存
在
論
的
究
明

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
つ
き
つ
め
、
結
果
、
そ
う
し

た
超
越
論
的
機
能
の
根
源
を
現
存
在
が
自
身
か
ら
失
う
に
至
り
、
と
は
い
え

同
時
に
、
現
存
在
の
奥
底
で
世
界
に
か
か
わ
る
超
越
論
的
機
能
の
源
泉
と
な

る
他
者
―
時
間
性
―
と
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
近
代
超
越
論
主
義
の
な
か
で
主
観
性
に
み
と
め
ら
れ
て
い
た
超
越
論

的
機
能
の
極
限
に
直
面
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
ず
、
そ
の
極
限
と
し
て

登
場
す
る
の
は
「
世
界
企
投
」（G

A
2
6
,
2
4
7

 
 
 
 
   
 
 

）
と
い
う
存
在
論
的
超
越
で
あ

り
、「
現
存
在
は
自
由
な
も
の
と
し
て
世
界
企
投
で
あ
る
」（G

A
2
6
,
2
4
7

 
 
 
 
   
 
 

）

と
述
べ
ら
れ
る
。
実
存
で
は
な
く
存
在
や
世
界
の
側
か
ら
時
間
性
を
吟
味
す
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る
な
か
で
脱
自
態
の
地
平
的
図
式
に
か
ん
す
る
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
く
が
、

そ
こ
で
な
お
現
存
在
に
世
界
企
投
と
い
う
最
大
限
の
力
が
見
積
も
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
次
に
、
こ
の
世
界
企
投
は
、
現
存
在
が
時
熟
さ
せ
る
の
で
は
な

い
時
間
性
、
つ
ま
り
、「
み
ず
か
ら
時
熟
す
る
時
間
性
」（G

A
2
6
,
2
7
2

 
 
 
 
   
 
 

）
か

ら
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
世
界
企
投
と
い
う
最
大
限
の
超
越
論
的
機
能
は
、

現
存
在
の
存
在
意
味
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
他
者
で
あ
る
時
間
性
そ
れ
自
体

と
じ
か
に
接
し
て
そ
の
力
を
獲
得
し
、
こ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
二
つ
の
自
由
の
こ
と
を
語
り
出
す
。

　

以
下
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
超
越
論
的
哲
学
の
徹
底
遂
行
を
確
か
め
た
い
。

　
二　

対
象
性
と
図
式　

　

さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
根
本
問
題
』
第
一
部
に
お
い
て
カ
ン
ト
『
第
一
批

判
』
を
判
断
論
と
し
て
読
み
解
く
さ
い
、
対
象
を
規
定
す
る
認
識
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
伝
統
的
な
存
在
概
念
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一

に
、「
も
の
性
（rea

lita
s

   
    
 

）」
に
由
来
す
る
「
事
象
性
（R

ea
litä
t

 
  
    
 

）」
概
念
を

分
析
し
て
、
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
は
本
質
存
在
と
い
う
存
在
概
念

が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
見
出
し
、
第
二
に
、「
現
実
性
（W

irk
lich
k
eit

 
   
    
 
   

）」

概
念
を
分
析
し
て
、
動
力
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
は
現
実
存
在
と
い
う

存
在
概
念
が
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
を
見
出
す
（
３
）。
こ
れ
ら
二
つ
の
認
識

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
る
と
こ
ろ
、「
こ
の
今
」
が
中
心
に
位

置
す
る
「
今
継
起
」
と
み
な
さ
れ
た
非
本
来
的
時
間
に
も
と
づ
い
て
了
解
さ

れ
る
「
事
物
的
存
在
者
（d

a
s
V
orh
a
n
d
en
e

 
 
  
 
   
 
 
 
  
 

）」
の
支
配
的
な
存
在
規
定
で

あ
り
、「
物
在
性
（V

orh
a
n
d
en
h
eit

 
   
 
 
 
  
 
   

）」
に
包
摂
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

カ
ン
ト
『
第
一
批
判
』
に
お
け
る
「
存
在
と
時
間
」
の
問
題
と
は
、
さ
し
あ
た

り
本
質
存
在
お
よ
び
現
実
存
在
と
今
と
い
う
時
間
様
相
と
の
関
係
へ
の
問
い
、

そ
れ
ゆ
え
、
超
越
論
的
時
間
規
定
の
媒
介
機
能
に
か
ん
す
る
図
式
論
へ
の
問

い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
存
在
概
念
は
時
間
か
ら
ど
の
よ
う
な
分
節
を

受
け
て
い
る
の
か
。
こ
の
答
え
を
図
式
論
の
う
ち
に
、
し
か
も
「
有
限
的
存

在
者
の
超
越
へ
の
根
本
的
な
問
い
」
と
い
う
存
在
論
的
な
観
点
か
ら
確
か
め

る
必
要
が
あ
る
（G

A
3
,
8
9

 
 
 
   
 

）。
と
く
に
『
カ
ン
ト
書
』
で
は
、「
超
越
の
地

平
を
形
成
す
る
の
は
超
越
論
的
時
間
規
定
と
し
て
の
純
粋
図
式
で
あ
る
」

（G
A
3
,
1
9
8

 
 
 
   
 
 

）
と
言
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
超
越
の
地
平
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る

対
象
の
可
能
的
遭
遇
の
先
行
的
地
平
」
で
あ
る
「
対
象
性
一
般
」
の
こ
と
で

あ
る
（G

A
3
,
1
0
3

 
 
 
   
 
 

）。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
図
式
の
問
題
は
、
対
象
の
認
識

と
い
う
存
在
者
的
な
超
越
を
可
能
に
す
る
存
在
論
的
な
超
越
の
次
元
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
独
自
の
存
在
論
的
解
釈
で
は
、「
自
発
性
」

と
「
受
容
性
」
へ
と
分
化
す
る
超
越
論
的
構
想
力
が
純
粋
図
式
を
形
成
す
る

こ
と
で
、
存
在
論
的
超
越
の
む
か
う
先
で
あ
る
対
象
性
の
時
間
的
構
造
化
が

な
さ
れ
、
こ
の
対
象
性
の
地
平
に
お
い
て
対
象
の
認
識
が
可
能
に
な
る
（
４
）。

　

数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
規
定
す
る
伝
統
的
存
在
概
念
は
本
質
存
在
で
あ
り
、

動
力
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
場
合
は
現
実
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
存
在
概

念
は
純
粋
図
式
を
介
し
て
時
間
性
と
接
続
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
簡

略
粗
野
な
解
釈
」
と
断
り
な
が
ら
も
、「
関
係
」
と
い
う
動
力
学
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
一
つ
で
あ
る
「
実
体
」
の
純
粋
図
式
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
存
在
論
的

解
釈
を
例
示
し
て
い
る
（
５
）。
こ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
時
間
と
現
実
存
在

と
の
連
関
に
か
ん
す
る
解
釈
で
あ
る
。
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

　

「
･･･時
間
は
ど
の
今
（J

etzt

 
    

）
に
お
い
て
も
今
（jetzt

     

）
で
あ
る
と
い

う
本
質
性
格
に
も
と
づ
い
て
、
い
わ
ば
留
ま
る
こ
と
一
般
（B

leib
en

 
    
  
 



12　

ü
b
erh
a
u
p
t

 
 
   
 
 
 
 

）
と
い
う
視
線
を
与
え
る
」（G

A
3
,
1
0
7

 
 
 
   
 
 

）。「
し
か
し
、
今
の

継
起
と
し
て
の
時
間
は
、
ど
の
今
に
お
い
て
も
流
れ
な
が
ら
一
つ
の
今
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
別
の
今
で
も
あ
る
」（eb

d
.

  
 
 
）。
こ
う
し
て
時

間
の
留
ま
る
こ
と
と
流
れ
る
こ
と
と
が
互
い
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
く
。
ど
の

今
も
「
こ
の
今
」
と
し
て
留
ま
る
一
方
で
、
時
間
が
流
れ
る
こ
と
で
そ
の
つ

ど
異
な
っ
た
今
が
「
こ
の
今
」
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
流
れ
な
が
ら

も
留
ま
る
現
在
一
般
と
い
う
「
視
線
」
の
も
と
、
現
存
在
は
「
時
間
に
お
け
る

レ
ア
ー
ル
な
も
の
の
持
続
性
」
と
い
う
「
実
体
の
図
式
」
を
形
成
し
（G
A
3
,

 
 
 
  

1
0
6
;
A
1
4
3
/
B
1
8
3

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

）、
こ
の
図
式
に
も
と
づ
い
て
、
存
在
者
が
「
変
化
に

お
い
て
不
変
な
存
在
者
そ
の
も
の
」
と
し
て
現
実
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
了

解
す
る
（G

A
3
,
1
0
8

 
 
 
  
 
 
 

）。
実
体
概
念
を
図
式
化
し
、
変
化
に
あ
っ
て
不
変
な

も
の
一
般
と
い
う
意
味
を
存
在
者
に
与
え
る
こ
と
が
、
対
象
性
の
地
平
を
企

投
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
、
時
間
と
本
質
存
在
と
の
連
関
に
か
ん
す
る
存
在
論
的
解
釈
だ

が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
図
式
論
解
釈
の
う
ち
に
は

存
在
し
な
い
。
本
質
存
在
と
今
と
い
う
時
間
様
相
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
い

は
、
認
識
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
検
討
さ
れ
ず
に
、
超

越
論
的
演
繹
論
第
一
版
の
「
三
重
の
総
合
」
に
か
ん
す
る
存
在
論
的
解
釈
の

な
か
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
あ
っ
て
三
重
の
総
合
と
は
そ
も
そ
も
直
観
の
多
様
を

見
通
し
、
結
合
さ
せ
、
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解

釈
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
、「
覚
知
と
し
て
の
純
粋
総
合
は
〈
現
在
一
般
〉
を
提

供
す
る
も
の
と
し
て
時
間
形
成
的
で
あ
る
」（G

A
3
,
1
8
0

 
 
 
   
 
 

）。
次
に
、「
再
生

の
相
に
お
け
る
純
粋
総
合
は
既
在
性
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
」（G

A
3
,
1
8
2

 
 
 
   
 
 

）。

最
後
に
、
再
認
の
純
粋
総
合
は
「
こ
の
総
合
が
同
一
な
も
の
と
し
て
あ
ら
か

じ
め
保
持
す
る
或
る
存
在
者
を
探
索
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
保
持

す
る
こ
と
一
般
の
地
平
を
探
索
す
る
」（G

A
3
,
1
8
6

 
 
 
   
 
 

）。
こ
の
探
索
は
「
将
来

の
根
源
的
形
成
」
で
あ
る
（eb

d
.

  
 
 
）。「
現
在
一
般
」
の
「
一
般
」、「
既
在
性
そ

の
も
の
」
の
「
そ
の
も
の
」、「
あ
ら
か
じ
め
保
持
す
る
こ
と
一
般
の
地
平
」

の
「
一
般
」
や
「
地
平
」
と
い
う
表
現
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
存
在
論
的
解
釈
の
な
か
で
は
、
対
象
性
の
時
間
的
意
味
を
形
作
る
よ
う
な

時
間
性
の
脱
自
的
地
平
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
も
、
再
認
の
総
合
に
か
ん
す
る
存
在
論
的
解
釈
に
は
も
う
一
つ
重
要

な
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
対
象
を
同
定
す
る
よ
う
な
対

象
性
の
地
平
を
形
成
す
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
「
非
経
験
的
…
対
象
Ｘ
」（G

A
3
,
1
2
2
;
A
1
0
9

 
 
 
   
 
 
    
 
 
 

）
の
こ
と
を
存
在
論

的
に
解
釈
し
て
、
そ
れ
を
「
対
立
す
る
も
の
一
般
と
い
う
性
格
を
も
つ
或
る

も
の
」（G

A
3
,
1
2
1

 
 
 
   
 
 

）
だ
と
考
え
る
。
こ
の
対
立
す
る
も
の
一
般
が
与
え
ら

れ
た
と
き
、
対
象
性
の
地
平
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
地
平
に
お
い
て
対
象
の
同

一
性
が
確
保
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
同
定
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
超
越
論
的

統
覚
の
総
合
的
統
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
対
象
が
必
然
的
と
す
る
統
一

は
、
表
象
の
多
様
な
も
の
の
総
合
に
お
け
る
意
識
の
形
式
的
統
一
に
ほ
か
な

ら
な
い
」（A

1
0
5

 
 
 
 

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
る
と
こ
ろ
、
超
越
論
的
統
覚
の
総

合
的
統
一
に
裏
打
ち
さ
れ
た
対
象
の
同
一
性
は
本
質
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
同
一
的
対
象
の
本
質
存
在
が
三
重
の
総
合
の
な
か

で
時
間
的
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
く
。

　

以
上
が
『
カ
ン
ト
書
』
に
お
け
る
「
存
在
と
時
間
」
の
連
関
で
あ
り
、
対
象

性
へ
の
存
在
論
的
超
越
が
時
間
的
に
構
造
化
さ
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
ま
と
め

れ
ば
、
或
る
存
在
者
が
対
象
と
し
て
現
実
存
在
す
る
こ
と
の
了
解
は
、
実
体

の
図
式
に
か
か
わ
る
対
象
性
の
地
平
か
ら
存
在
者
の
存
在
を
了
解
す
る
こ
と
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で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
流
れ
つ
つ
留
ま
る
今
か
ら
、
変
化
に
お
い
て
不
変
な

も
の
の
存
在
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
の
本
質
存
在
を
対
象

の
同
一
性
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
は
、
超
越
論
的
統
覚
の
総
合
的
統
一
に
裏

打
ち
さ
れ
な
が
ら
、
地
平
的
時
間
か
ら
存
在
者
の
存
在
を
了
解
す
る
こ
と
で

あ
る
。

＊

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
対
象
性
の
地
平
を
純
粋
図
式
に
よ
っ
て
形
成
す
る

超
越
論
的
構
想
力
は
、『
始
元
根
拠
』
に
お
い
て
『
カ
ン
ト
書
』
と
は
異
な
っ

た
相
貌
を
見
せ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
構
想
力
は
事
物
的
存
在

性
の
一
部
を
な
す
対
象
性
で
は
な
く
世
界
へ
の
存
在
論
的
超
越
に
か
か
わ
る

と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
に
、
時
間
性
の
独
特
で
内
的
な
産
出
性
は
、
そ
の

産
物
が
ま
さ
に
世
界
と
い
う
独
特
な
無
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
示

さ
れ
て
い
る
。〈
主
観
〉
の
こ
う
し
た
根
源
的
産
出
性
と
カ
ン
ト
が
は
じ

め
て
出
会
っ
た
の
は
、
超
越
論
的
で
産
出
的
な
構
想
力
の
教
説
に
お
い
て

で
あ
る
。（G

A
2
6
,
2
7
3

 
 
 
 
  
 
 
 

）

　

超
越
論
的
構
想
力
は
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
枠
内
で
は
〈
主
観
〉
の
認
識

能
力
で
あ
り
な
が
ら
も
、『
始
元
根
拠
』
に
よ
れ
ば
、〈
み
ず
か
ら
時
熟
す
る

時
間
性
〉
で
あ
る
根
源
的
時
間
に
根
ざ
し
て
世
界
を
産
出
す
る
。
こ
れ
は
、

事
物
的
存
在
者
の
総
体
と
い
う
意
味
で
の
「《
世
界
》」（S

Z
,
6
5

 
 
   
 

）
で
は
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
地
平
的
図
式
は
い
か
な
る
機
能
を
み
と

め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
次
節
で
検
討
し
た
い
。

三　

世
界
と
図
式　

　
『
存
在
と
時
間
』
第
六
九
節
ｃ
「
世
界
の
超
越
の
時
間
的
問
題
」（S

Z
,

 
 
  

3
6
4

 
 
 

）
で
は
、「
世
界
の
存
在
論
的
体
制
」（eb

d
.

  
 
 
）
を
な
す
脱
自
態
の
地
平
的

図
式
に
か
ん
す
る
素
描
が
な
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
…
脱
自
態
に
は
、

脱
出
の
〈
行
き
先
（W

oh
in

 
  
  

）〉
が
ぞ
く
し
て
い
る
。
脱
自
態
の
こ
の
行
き
先

を
、
わ
れ
わ
れ
は
地
平
的
図
式
と
よ
ぶ
。
脱
自
的
地
平
は
、
三
つ
の
脱
自
態

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
異
な
る
」（S

Z
,
3
6
5

 
 
   
 
 

）。
将
来
の
地
平
的
図
式
は
、「
自

己
の
た
め
に
と
い
う
目
的
性
（d

a
s

 
 
  U

m
w
illen

sein
e

 
 
 
     
     
 r  

）」
で
あ
る
（eb

d
.

  
 
 
）。

既
在
性
の
地
平
的
図
式
は
、「
被
投
性
が
投
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（d

a
s

 
 
  

W
ov
o

 
  
 r  

d
er
G
ew
orfen

h
eit

  
    
  
     
 
   

）」
で
あ
る
（eb

d
.

  
 
 
）。
現
持
の
地
平
的
図
式
は
、

「
～
す
る
た
め
に
（d

a
s

 
 
  U

m
-z

 
 
  u  

）」
で
あ
る
（eb

d
.

  
 
 
）。「
将
来
・
既
在
性
・

現
持
そ
れ
ぞ
れ
の
地
平
的
図
式
の
統
一
は
時
間
性
の
脱
自
的
統
一
に
も
と
づ

い
て
い
る
」（S

Z
,
3
6
5

 
 
   
 
 

）。

　

こ
う
し
た
脱
自
態
の
地
平
的
図
式
は
、
実
存
で
は
な
く
存
在
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
世
界
の
成
り
立
ち
を
考
え
て
い
く
さ
い
に
問
題
と
さ
れ
る
存
在
論
的

概
念
で
あ
り
、『
根
本
問
題
』
に
お
い
て
は
、「
プ
レ
ゼ
ン
ツ
」
と
い
う
現
持

の
図
式
的
地
平
を
ふ
く
む
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
と
し
て
（G

A
2
4
,
4
4
3

 
 
 
 
   
 
 

）、

ま
た
『
始
元
根
拠
』
に
お
い
て
は
、「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
（
脱
自
）
の
エ
ク
ス

テ
ー
マ
（
脱
自
圏
）」（G

A
2
6
,
2
6
9

 
 
 
 
   
 
 

）
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
脱
自
態

の
地
平
的
図
式
は
、
そ
の
呼
ば
れ
方
を
変
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
世
界
と
の

関
係
に
か
ん
す
る
考
察
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。『
根
本
問

題
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。
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存
在
了
解
の
可
能
性
は
以
下
の
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
存

在
者
と
の
交
渉
を
可
能
に
す
る
現
持
は
、
現
持
と
し
て
、
脱
自
態
と
し
て
、

プ
レ
ゼ
ン
ツ
と
い
う
地
平
を
そ
な
え
て
い
る
。
時
間
性
一
般
は
脱
自
的
に

地
平
的
な
自
己
企
投
（S

elb
sten
tw
u
rf

 
   
    
  
 
  
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
自
己

企
投
に
も
と
づ
い
て
現
存
在
の
超
越
は
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
超
越
の

う
ち
に
、
現
存
在
の
根
本
体
制
、
つ
ま
り
世
界
内
存
在
も
し
く
は
気
遣
い

が
根
ざ
し
て
お
り
、
そ
の
気
遣
い
は
気
遣
い
で
志
向
性
を
可
能
に
し
て
い

る
。（G

A
2
4
,
4
4
3
f.

 
 
 
 
  
 
 
 
  
）

　

こ
の
引
用
で
注
目
し
た
い
の
は
「
脱
自
的
に
地
平
的
な
自
己
企
投
そ
の
も

の
」
と
い
う
語
句
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
も
は
や
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
条

件
へ
と
遡
り
え
な
い
脱
自
的
な
自
己
根
拠
を
意
味
し
て
い
る
。『
存
在
と
時

間
』
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
現
存
在
は
世
界
の
う
ち
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
被
投
性
を
引
き
受
け
つ
つ
、
自
身
を
存
在
し
う
る
こ
と
へ
と
投

げ
込
ん
で
い
く
形
で
自
己
関
係
を
築
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
自
己
関
係
構

造
は
、
時
間
性
の
脱
自
的
な
自
己
企
投
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
時
間
性
そ
れ
自
体
が
「
既
在
し
つ
つ
現
持
す
る
将
来
（g

ew
esen

d

 
  
    
 

-  
g
eg
en
w
ä
rtig
en
d
e
Z
u
k
u
n
ft

 
  
  
 
 
    
  
 
  
 
 
 
 
 
  

）」（S
Z
,
3
2
6

 
 
   
 
 

）
と
い
う
自
己
関
係
構
造
を

そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
自
己
企
投
が
「
地
平
的
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
は
、

脱
自
態
の
地
平
的
図
式
も
ま
た
自
己
関
係
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で

あ
っ
た
。
し
か
も
、
本
来
的
な
脱
自
的
統
一
に
お
け
る
将
来
の
優
位
を
、
そ

の
地
平
的
図
式
も
ま
た
反
映
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
時
間
性
の
脱
自
的
時

熟
が
脱
出
の
統
一
と
し
て
有
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
、
し
か
も
第
一
次
的

に
は
将
来
か
ら
、
目
的
性
か
ら
時
熟
さ
せ
ら
れ
た
地
平
で
あ
り
、
こ
れ
が
世

界
な
の
で
あ
る
」（G

A
2
6
,
2
7
5

 
 
 
 
  
 
 
 

）。

　

世
界
の
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
構
造
化
は
将
来
を
中
心
と
し
た
脱
自
態
の
地
平

的
図
式
を
介
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
平
的
図
式
を
形
成
す
る
産
出

的
構
想
力
は
、〈
み
ず
か
ら
時
熟
す
る
時
間
性
〉
で
あ
る
根
源
的
時
間
に
根

ざ
し
て
い
る
。
そ
の
時
間
性
に
か
ん
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
た
。

　

時
間
性
の
地
平
の
こ
う
し
た
エ
ク
ス
テ
ー
マ
的
統
一
は
、
世
界
の
可
能

性
の
時
間
的
な
条
件
で
あ
り
、
そ
の
世
界
が
本
質
的
に
超
越
へ
と
ぞ
く
し

て
い
る
こ
と
の
時
間
的
な
条
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
超
越
は
そ

の
可
能
性
を
脱
自
的
な
振
動
（S

ch
w
in
g
u
n
g

 
  
 
  
 
 
 
 

）
の
統
一
の
う
ち
に
有
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（G

A
2
6
,
2
6
9
f.

 
 
 
 
   
 
 
  
）

　

「
振
動
」
と
は
時
間
性
の
い
か
な
る
動
態
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
時
間
性
の

「
脱
自
」
が
三
つ
の
脱
自
態
に
お
い
て
一
挙
に
分
化
し
統
一
す
る
伸
縮
運
動

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。「
時
間
が
そ
れ
自
身
を
伸
ば
し
（ersch

w
in
g
en

     
 
  
 
  

）、

ま
た
縮
め
る
（v

ersch
w
in
g
en

 
     
 
  
 
  

）」（G
A
2
6
,
2
6
8

 
 
 
 
   
 
 

）
と
き
、
現
存
在
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
世
界
が
開
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
世
界
も
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
構
造

を
そ
な
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
･･･エ
ク
ス
テ
ー
マ
的
な
も
の
は
、
振

動
し
な
が
ら
、
世
界
す
る
こ
と
（ein

W
elten

   
  
     

）
と
し
て
時
熟
す
る
」

（G
A
2
6
,
2
6
9
f.

 
 
 
 
   
 
 
  
）
か
ら
で
あ
る
。
現
存
在
は
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
に
投
げ
込
ま

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
世
界
は
、
振
動
す
る
時
間
性
に
応
じ
た
地
平
的
図

式
に
よ
っ
て
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』
を

中
心
と
す
る
思
考
圏
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
構
造
化
は
産
出
的
構
想
力
が
脱

自
態
の
地
平
的
図
式
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
見
込
ん
で
い
た
。



　15

　

こ
こ
で
一
度
、「
世
界
と
図
式
」
の
関
係
に
か
ん
す
る
さ
ら
な
る
究
明
の

た
め
に
、
実
存
の
側
か
ら
世
界
の
問
題
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、『
根
本
問
題
』
で
は
、「
現
存
在
の
実
存
に
は
世
界
内
存
在
が
ぞ
く

し
て
い
る
」（G

A
2
4
,
3
9
1

 
 
 
 
  
 
 
 

）
と
言
わ
れ
て
い
た
。「
存
在
了
解
と
い
う
光

（L
ich
te

 
   
  

）
の
な
か
で
の
み
、
存
在
者
は
存
在
者
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
出
会
わ

れ
る
」（G

A
2
4
,
3
9
0

 
 
 
 
  
 
 
 

）
の
だ
が
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
世
界
内
存
在
と

い
う
存
在
体
制
を
そ
な
え
た
現
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
実
存
の
側
か
ら
世
界

と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
世
界
内
存
在
と
存
在
了
解
と
い
う
光
と

の
関
係
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
了
解
が
光
だ
と
表
現
さ
れ
る
そ
の
わ
け

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
こ
う
述
べ
て
い
た
。

　
　

こ
の
存
在
者
が
《
照
ら
さ
れ
て
い
る（erl
   eu

ch
tet
  
  
   

）》
と
は
、
こ
の
存
在

者
自
身
に
そ
く
し
て
世
界
内
存
在
と
し
て
明
る
く
さ
れ
て
い
る

（g
elich

tet

 
     
   

）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
別
の
存
在
者
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

そ
の
存
在
者
自
身
が
明
る
み
（L

ich
tu
n
g

 
   
  
 
 

）
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
明
る

く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
実
存
論
的
に
こ
の
よ
う
に
明

る
く
さ
れ
た
存
在
者
に
と
っ
て
の
み
、
事
物
的
存
在
者
は
光
（L

ich
t

 
   
 

）
の

な
か
で
近
づ
き
う
る
の
で
あ
り
、
闇
の
な
か
で
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
現
存

在
は
そ
の
現
（D
a

 
 

）
を
初
め
か
ら
た
ず
さ
え
て
い
る
…
。（S

Z
,
1
3
3

 
 
   
 
 

）

　　

引
用
で
語
り
出
さ
れ
て
い
る
事
態
を
時
間
性
の
次
元
か
ら
も
特
徴
づ
け
れ

ば
、「
脱
自
的
な
時
間
性
は
現
を
根
源
的
に
明
る
く
し
て
い
る
」（S

Z
,
3
5
1

 
 
   
 
 

）。

だ
か
ら
、
現
存
在
は
「
明
る
み
」
な
の
で
あ
り
、
現
存
在
は
「
世
界
内
存
在
と

し
て
明
る
く
さ
れ
て
い
る
」
場
、
す
な
わ
ち
、「
現
（D

a

 
 

）」
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在
体
制
が
存
在
了
解
の
遂
行
を
可
能
に
し
て

い
る
。「
超
越
と
は
み
ず
か
ら
を
或
る
世
界
か
ら
了
解
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
」（G

A
2
4
,
4
2
5

 
 
 
 
   
 
 

）。
実
存
の
側
か
ら
み
た
世
界
の
問
題
は
、
以
上
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

　

本
節
で
検
討
し
て
い
た
の
は
、
超
越
論
的
構
想
力
が
地
平
的
図
式
を
形
成

し
て
世
界
の
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
構
造
化
を
行
な
う
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
世
界

の
こ
う
し
た
構
造
化
と
、
世
界
の
な
か
で
の
存
在
了
解
と
の
関
係
を
ま
と
め

て
表
現
す
れ
ば
、
振
動
す
る
時
間
性
に
よ
っ
て
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
に
構
造
化
さ

れ
た
世
界
の
な
か
で
は
じ
め
て
現
存
在
は
存
在
者
の
存
在
を
了
解
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
実
存
の
側
か
ら
み
れ
ば
、「
存
在
了
解
と
い
う
光
の
な
か
で

の
み
、
存
在
者
は
存
在
者
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
出
会
わ
れ
る
」
の
で
あ
り
、

世
界
の
側
か
ら
み
れ
ば
、「
…
世
界
進
入
が
生
起
す
る
場
合
に
か
ぎ
り
、
存

在
者
は
存
在
者
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
」（G

A
2
6
,
2
7
4

 
 
 
 
   
 
 

）。
世
界
へ
と
進
入

す
る
の
は
存
在
者
で
あ
り
、「
時
熟
さ
せ
る
時
間
性
が
世
界
へ
の
進
入
の
機

会
を
与
え
る
」（G

A
2
6
,
2
8
1

 
 
 
 
   
 
 

）。
存
在
者
は
或
る
世
界
の
な
か
で
現
持
の
地

平
的
図
式
を
介
し
て
「
～
の
た
め
に
」
と
い
う
存
在
意
味
を
与
え
ら
れ
、
現

存
在
と
い
う
目
的
性
へ
と
集
約
し
て
い
く
意
味
連
関
に
組
み
込
ま
れ
る
わ
け

で
あ
る
。

　
『
始
元
根
拠
』
の
言
葉
で
言
え
ば
、
カ
ン
ト
こ
そ
、「
時
間
と
の
暗
い
連
関

の
う
ち
に
あ
っ
た
超
越
論
的
構
想
力
へ
と
こ
の
よ
う
に
初
め
て
迫
っ
た
」

（G
A
2
6
,
2
7
2

 
 
 
 
   
 
 

）
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
暗
さ
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
り

の
超
越
論
的
哲
学
の
光
が
当
て
ら
れ
た
と
き
、
産
出
的
構
想
力
が
形
成
し
た

地
平
的
図
式
に
よ
る
世
界
の
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
構
造
化
が
照
ら
し
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
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四　

時
間
と
自
由　

　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
時
間
と
の
暗
い
連
関
に
あ
る
と
さ
れ
た
相
手

は
、〈
私
は
考
え
る
〉
と
い
う
自
己
意
識
、
つ
ま
り
、
超
越
論
的
統
覚
で
あ
り
、

そ
の
連
関
に
か
ん
す
る
考
察
は
『
根
本
問
題
』
を
へ
て
『
カ
ン
ト
書
』
に
お
い

て
一
つ
の
結
論
に
至
る
（
６
）。
こ
れ
に
対
し
て
『
始
元
根
拠
』
で
は
、
時
間
と

構
想
力
と
の
あ
い
だ
に
暗
い
連
関
が
み
と
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
違

い
に
応
じ
て
、『
カ
ン
ト
書
』
で
は
対
象
性
へ
の
存
在
論
的
超
越
が
論
じ
ら

れ
、『
始
元
根
拠
』
で
は
世
界
へ
の
存
在
論
的
超
越
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と

な
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
存
在
論
的
超
越
が
主
題
化
さ
れ
、
こ
の
超
越
に
は
脱
自

態
の
地
平
的
図
式
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
時
間
と
超
越
を
め
ぐ
る
謎
に
答

え
う
る
豊
か
さ
を
カ
ン
ト
の
図
式
論
は
そ
な
え
て
い
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
考

え
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
図
式
論
を
め
ぐ
る
存
在
論
的
解
釈
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
カ
ン
ト
の
「
自
己
触
発
」
概
念
を
換
骨
奪
胎
し
て
作
り
あ
げ

た
時
間
性
の
自
己
企
投
と
い
う
構
造
概
念
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
時
間
性

の
自
己
企
投
と
脱
自
態
の
地
平
的
図
式
と
の
具
体
的
関
係
を
確
か
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

カ
ン
ト
の
場
合
、
自
己
触
発
と
は
自
己
認
識
の
た
め
に
超
越
論
的
統
覚
が

内
官
を
触
発
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
異
な
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自

己
触
発
と
い
う
発
想
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
、
超
越
論
的
統
覚
が
或
る

意
味
で
は
内
官
の
形
式
で
あ
っ
た
は
ず
の
時
間
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時

間
が
自
己
触
発
す
る
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
に
そ
く
せ
ば
、
超
越
論

的
統
覚
は
時
間
の
内
部
に
は
な
く
、
時
間
は
「
主
観
の
外
で
は
無
」（A

3
5
/

 
 
 
   

B
5
1

 
 
 

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
在
の
存
在
意
味
は
時
間
性
だ
と
主
張
す
る

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
超
越
論
的
演
繹
論
と
図
式
論
を
彼
独
自
の
仕
方
で
解
釈
し
、

超
越
論
的
統
覚
と
い
う
仕
方
で
存
在
す
る
現
存
在
と
時
間
と
の
根
源
的
連
関

を
見
出
し
て
い
く
。
着
目
す
べ
き
は
、
超
越
論
的
統
覚
も
時
間
も
「
同
一
の

本
質
述
語
」（G

A
3
,
1
9
2

 
 
 
   
 
 

）
を
有
す
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
超
越
論
的
統

覚
は
「
そ
れ
自
体
、
変
化
せ
ず
に
留
ま
る
」（A

1
2
3

 
 
 
 

）。
ま
た
、
時
間
は
「
留

ま
り
、
変
移
し
な
い
」（A

1
8
2
/
B
2
2
4

 
 
 
 
   
 
 
 
 

）。
両
者
は
と
も
に
そ
の
本
質
が
常

住
不
変
と
い
う
同
一
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
時
間
は
時
間
の
内
部
に
は
な
く
、

超
越
論
的
統
覚
も
時
間
の
内
部
に
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考

え
る
と
こ
ろ
、
時
間
の
内
部
に
は
な
い
超
越
論
的
統
覚
は
時
間
そ
の
も
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
を
手
が
か
り
に
自
己
触
発
を
自
己
企
投
へ
と
改
鋳
し
て
い

く
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
統
覚
に
よ
る
内
官
＝
時
間
の
触
発
は
時
間
の
自

己
触
発
を
意
味
し
、
時
間
性
の
自
己
企
投
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ

ン
ト
の
自
己
触
発
概
念
を
存
在
論
的
に
解
釈
し
て
自
身
の
自
己
企
投
概
念
を

練
り
あ
げ
、
現
存
在
の
存
在
意
味
で
あ
る
時
間
性
の
自
己
企
投
の
こ
と
を
語

り
出
し
て
い
る
（
７
）。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
時
間
性
は
、
将
来
・
既

在
性
・
現
持
の
そ
の
つ
ど
の
統
一
に
お
い
て
み
ず
か
ら
時
熟
す
る
（zeitig

t

      
  

sic

   h  

）」（G
A
2
4
,
3
7
6
,
v
g
l.,
S
Z
,
3
2
8

 
 
 
 
   
 
 
   
 
     
 
   
 
 

）
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
時
間
性

の
時
熟
に
よ
る
脱
自
的
統
一
は
本
来
的
に
も
非
本
来
的
に
も
成
り
立
つ
。
現

存
在
は
、
地
平
的
図
式
の
形
成
と
い
う
超
越
論
的
機
能
に
よ
っ
て
時
間
的
に

構
造
化
さ
れ
た
世
界
や
対
象
性
へ
と
存
在
論
的
に
超
越
す
る
に
し
て
も
、
こ

う
し
た
超
越
論
的
機
能
を
支
え
て
い
る
の
は
、〈
み
ず
か
ら
時
熟
す
る
時
間

性
〉、
す
な
わ
ち
、
自
己
企
投
す
る
時
間
性
で
あ
る
（cf.,

G
A
2
4
,
4
5
3

      
 
 
 
   
 
 

）。
だ

か
ら
、
究
極
的
に
は
現
存
在
の
う
ち
に
超
越
論
的
機
能
の
源
泉
が
存
し
て
い
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る
わ
け
で
は
な
い
。
世
界
を
時
間
的
に
構
造
化
す
る
超
越
論
的
機
能
の
源
泉

は
、
現
存
在
に
で
は
な
く
、
時
間
性
に
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
三
節

で
検
討
し
た
産
出
的
構
想
力
の
存
在
論
的
解
釈
も
そ
れ
を
示
し
て
い
た
。

　

さ
て
、
超
越
の
根
源
で
あ
る
時
間
性
の
こ
う
し
た
自
己
企
投
を
主
導
す
る

の
は
、
将
来
と
い
う
脱
自
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
脱
自
態
の
地
平
的
図
式
に

も
当
て
は
ま
り
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
現
存
在
の
還
帰
性
は
そ
う
し
た
将
来
と
し
て
構

成
さ
れ
る
。
…
将
来
は
、
時
間
性
が
よ
り
根
源
的
に
将
来
的
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
還
帰
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で
、
時
間
性
全
体

の
構
成
と
そ
の
エ
ク
ス
テ
ー
マ
的
地
平
の
時
熟
が
生
起
す
る
。（G

A
2
6
,

 
 
 
 
  

2
7
3

 
 
 

）

　

時
間
性
の
脱
自
的
で
地
平
的
な
自
己
企
投
に
も
と
づ
い
て
世
界
は
テ
ン
ポ

ラ
ー
ル
に
構
造
化
さ
れ
、
現
存
在
は
そ
う
し
た
世
界
か
ら
自
身
を
了
解
し
て

い
く
。「
現
存
在
は
、
了
解
と
い
う
仕
方
で
自
分
自
身
か
ら
自
分
自
身
を
豊

穣
に
す
る
存
在
者
で
あ
る
」（G
A
2
6
,
2
7
3

 
 
 
 
   
 
 

）。
で
は
、
現
存
在
自
身
を
豊
穣

に
す
る
了
解
と
は
い
か
な
る
了
解
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と

で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
に
お
い
て
現
存
在
に
対
し
て
最
大
限
に

見
積
も
ら
れ
た
超
越
論
的
機
能
―
世
界
企
投
―
の
内
実
が
判
明
す
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
上
述
の
引
用
に
つ
づ
け
て
、「
現
存
在
は
つ
ね
に
、
よ
り
―

豊
穣
に
―

存
在
す
る
、
超
え
て
―

振
動
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
性
格
（C

h
a
ra
k
ter

 
 
 
  
 
    

d
es
R
eich
er-sein

s-a
ls,
d
es
Ü
b
er-sch

w

 
   
 
    
       
   
    
 
   
 
 
      
 

u
n
g
es

 
 
 
  

）
を
も
つ
」（G

A
2
6
,

 
 
 
 
  

2
7
3

 
 
 

）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
よ
り
―

豊
穣
に
―

存
在
す

る
」
こ
と
が
「
超
え
て
―

振
動
さ
せ
ら
れ
る
」
こ
と
と
等
置
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
ま
ず
、
超
え
て
―

振
動
さ
せ
ら
れ
る
と
は
、
世
界
へ
の
存
在
者
の
進
入

を
生
起
さ
せ
る
よ
う
な
時
間
性
の
振
動
を
現
存
在
が
こ
う
む
る
こ
と
を
指
し

て
い
る
（cf.,
G
A
2
6
,
2
7
0

      
 
 
 
   
 
 

）。
存
在
者
は
、
時
間
性
の
地
平
的
な
時
熟
に

よ
っ
て
、
世
界
の
な
か
で
現
持
の
地
平
的
図
式
を
介
し
て
～
の
た
め
に

（U
m
-zu

 
 
   

）
と
い
う
存
在
意
味
を
与
え
ら
れ
、
自
己
の
た
め
に
と
い
う
目
的

性
（U

m
w
illen

 
 
 
     

）へ
と
集
約
し
て
い
く
意
味
連
関
に
組
み
込
ま
れ
る
。
こ
の

目
的
性
は
環
境
世
界
（U

m
w
elt

 
 
 
   

）
の
中
心
で
あ
り
、
そ
う
し
た
世
界
の
テ
ン

ポ
ラ
ー
ル
な
構
造
化
を
行
な
う
将
来
の
地
平
的
図
式
の
こ
と
で
あ
っ
た

（cf.,
G
A
2
6
,
2
4
6

      
 
 
 
   
 
 

）。
現
存
在
は
こ
う
し
た
将
来
の
地
平
的
図
式
へ
と
自
身

を
企
投
し
、
こ
の
企
投
こ
そ
、
世
界
の
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
構
造
化
に
か
か
わ

る
世
界
企
投
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
に
構
造
化
さ
れ
た
世
界
が
開
か
れ
る
こ
と

に
現
存
在
が
世
界
企
投
と
い
う
仕
方
で
参
与
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
よ
り
―

豊

穣
に
―

存
在
す
る
」
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
現
存
在
の
「
自
由
は
原
了
解
で
あ
る
」

（G
A
2
6
,
2
4
7

 
 
 
 
   
 
 

）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
も
、「
自
由
が
あ

る
と
こ
ろ
に
の
み
、目
的
性
が
あ
り
、世
界
が
あ
る
」（G

A
2
6
,
2
3
8

 
 
 
 
   
 
 

）
か

ら

で
あ
る
。
現
存
在
は
将
来
の
地
平
的
図
式
で
あ
る
目
的
性
へ
と
自
身
を
そ
の

つ
ど
投
げ
込
み
、
自
身
に
固
有
の
環
境
世
界
を
開
い
て
い
く
。
こ
れ
は
世
界

を
固
有
化
す
る
現
存
在
の
「
自
己
定
立
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
企
投

は
現
存
在
の
「
自
律
」
で
あ
り
、
現
存
在
の
自
由
な
の
だ
。

　

小
稿
で
は
最
後
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
う
し
た
自
由
概
念
を
さ
ら
に
究
明

し
た
い
。

　

さ
て
、
カ
ン
ト
哲
学
に
あ
っ
て
「
実
践
的
自
由
」
と
は
、
自
己
立
法
す
る
意

志
に
み
と
め
ら
れ
た
、
絶
対
的
始
ま
り
を
も
た
ら
す
自
由
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
実
践
的
自
由
を
一
九
三
一
年
夏
学
期
講
義
『
人
間

的
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
―
哲
学
入
門
―
』
の
な
か
で
存
在
論
的
に
解
釈
し
、

そ
の
要
点
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
因
果
性
が
自
由
の
一
問
題
で
あ
っ
て
そ

の
逆
で
は
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
存
在
一
般
の
問
題
は
そ
れ
自
体
で
自

由
の
問
題
で
あ
る
」（G

A
3
1
,
3
0
0

 
 
 
 
  
 
 
 

）。
こ
こ
で
登
場
す
る
自
由
と
は
実
践
的

自
由
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
因
果
性
概
念
と
比
較
さ
れ
て
い
る
（
８
）。
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
論
じ
る
と
こ
ろ
、
因
果
性
は
「
物
在
と
し
て
の
存
在
と
い
う
根
本

カ
テ
ゴ
リ
ー
」（eb

d
.

  
 
 
）
に
包
含
さ
れ
、「
諸
対
象
の
対
象
性
の
一
性
格
」

（G
A
3
1
,
3
0
2

 
 
 
 
  
 
 
 

）
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
因
果
性
が
事
物
的
存
在
者
の

存
在
に
か
か
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
由
の
問
題
は
存
在
一

般
の
問
題
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
対
比
を
超
越
概
念
の
構

図
に
そ
く
し
て
、
つ
ま
り
、
時
間
性
は
存
在
論
的
超
越
を
介
し
て
存
在
者
的

超
越
を
条
件
づ
け
る
と
い
う
構
図
に
そ
く
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
因
果
性
は
対
象
性
の
一
性
格
だ
か
ら
、
こ
れ
は
存
在
論
的
超
越
の
次

元
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
因
果
性
が
「
自
由
の
一
問
題
」
で
あ

る
か
ぎ
り
、
自
由
は
時
間
性
の
次
元
に
位
置
す
る
。「
自
由
の
問
題
」
が
存
在

一
般
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
そ
の
時
間
性
は
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
を

指
し
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
テ
ン
ポ
ラ
リ

テ
ー
ト
に
か
ん
す
る
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。

　

道
徳
法
則
の
自
己
定
立
と
い
う
自
律
を
別
名
と
し
た
実
践
的
自
由
に
よ
っ

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
い
当
て
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
時
間
性
の
地
平
的
な

自
己
企
投
と
い
う
自
己
関
係
構
造
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
定
立

と
い
う
自
律
と
時
間
性
の
自
己
企
投
と
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
、
こ
の
意
味
で

時
間
性
そ
れ
自
体
の
根
源
的
自
由
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
地
平
的
に
自
己

企
投
す
る
時
間
性
は
み
ず
か
ら
絶
対
的
に
始
ま
り
、
そ
う
し
た
自
己
企
投
が

現
存
在
と
い
う
場
で
遂
行
さ
れ
て
い
く
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　　

世
界
は
そ
れ
が
い
か
な
る
存
在
す
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
無
で

あ
る
。
い
か
な
る
存
在
す
る
も
の
で
も
な
い
と
同
時
に
、
そ
れ
が
与
え
る

（es
g
ib
t

    
  
 

）
何
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
し
な
い
も
の
を
現
（d

a

 
 

）
へ

と
与
え
る
〈
そ
れ
〉
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
み

ず
か
ら
時
熟
す
る
時
間
性
で
あ
る
（
９
）。

　　

世
界
は
地
平
的
に
自
己
企
投
す
る
時
間
性
に
よ
っ
て
現
存
在
へ
と
贈
与
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
将
来
の
地
平
的
図
式
で
あ
る
目
的
性
へ
と

現
存
在
が
自
身
を
投
げ
込
ん
で
い
く
か
ぎ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
論
的
哲

学
に
お
い
て
世
界
形
成
は
現
存
在
の
世
界
企
投
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。
こ
の

と
き
、
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
世
界
や
対
象
性
と
い
う
存

在
論
的
地
平
を
形
成
す
る
こ
と
に
現
存
在
は
参
与
し
、
こ
こ
に
現
存
在
の
存

在
論
的
な
自
由
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

＊

　　
「
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
」（S

Z
,
1
2

 
 
   
 

）
と
は
考
察
の
方
向
を
変
え
な

が
ら
も
、
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト
を
め
ぐ
る
議
論
が
検
討
の
材
料
と
し

た
『
存
在
と
時
間
』
の
環
境
世
界
概
念
は
、
日
常
性
に
お
け
る
用
具
連
関
を

モ
デ
ル
と
し
て
い
た
（cf.,

G
A
2
4
,
4
3
1
f.

      
 
 
 
   
 
 
  
）。
そ
の
日
常
性
は
「
非
本
来
的

な
歴
史
性
」（S

Z
,
3
9
1

 
 
   
 
 

）
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
た
、
の
ち
の
「
用
象

（B
esta
n
d

 
    
 
 

）」
の
視
点
か
ら
み
て
も
、
そ
う
し
た
世
界
概
念
自
体
が
存
在
論
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の
歴
史
か
ら
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（　

）。
と
は
い
え
他
方
で
、
ハ
イ
デ

１０

ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
は
そ
う
し
た
存
在
論
の
歴
史
を
解
体
し
よ
う
と
試
み

て
い
た
。
こ
の
試
み
の
な
か
で
彼
の
超
越
論
的
哲
学
は
、
存
在
論
の
歴
史
を

上
空
飛
行
的
に
眺
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
へ
と
循
環
的
に
入
り

込
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
の
言
葉
で

言
い
換
え
れ
ば
、
現
存
在
に
開
か
れ
る
世
界
は
、
脱
自
的
時
間
性
の
地
平
的

図
式
に
よ
る
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
構
造
化
か
ら
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
（　

）。
１１

　

し
か
し
、
世
界
へ
の
超
越
の
根
拠
を
時
間
性
へ
と
つ
き
つ
め
た
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
超
越
論
的
哲
学
こ
そ
、
す
で
に
世
界
へ
と
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
人
間

に
対
し
て
世
界
形
成
の
力
を
与
え
返
し
て
い
く
近
代
超
越
論
主
義
が
、
限
界

に
ま
で
徹
底
さ
れ
た
現
場
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
投
性
へ
の
透
徹
し
た

眼
差
し
を
も
ち
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
世
界
が
開
か
れ
る
こ
と
の
始
ま

り
に
現
存
在
が
世
界
企
投
に
よ
っ
て
与
か
る
仕
方
を
解
き
明
か
し
、「
現
存

在
は
自
由
な
も
の
と
し
て
世
界
企
投
で
あ
る
」
と
述
べ
る
に
至
っ
た
。

　

自
己
の
た
め
に
と
い
う
目
的
性
で
あ
る
将
来
の
地
平
的
図
式
へ
と
現
存
在

が
自
身
を
投
げ
込
ん
で
い
く
こ
と
。
そ
れ
は
、
彼
の
カ
ン
ト
解
釈
と
い
う
近

代
超
越
論
主
義
の
極
限
態
に
お
い
て
、
世
界
形
成
に
参
与
す
る
力
の
最
大
限

と
し
て
き
わ
め
ら
れ
た
現
存
在
の
存
在
論
的
自
由
な
の
で
あ
る
。

　　
　
　
　

註

　

S
Z

 
 

は
ニ
ー
マ
イ
ヤ
ー
版
『
存
在
と
時
間
』、G

A

 

 

～
は
ク
ロ
ス
タ
ー
マ
ン
版
ハ
イ

デ
ガ
ー
全
集
の
巻
数
を
示
し
、
つ
づ
け
て
頁
数
を
記
す
。
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批

判
』
は
慣
例
に
し
た
が
い
、
第
一
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
で
示
し
、
つ
づ
け
て
頁
数

を
記
す
。
ま
た
、
訳
文
を
作
成
す
る
さ
い
、
既
存
の
訳
書
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。

（
１
）ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
超
越
論
的
な
学

機

機

機

機

機

機

」
と
は
「
存
在
の
対
象
化
」
に
む
け
た
歩
み
の

こ
と
で
あ
り
、「
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
学

機

機

機

機

機

機

機

機

」
と
も
呼
ば
れ
る
（G

A
2
4
,
4
6
0

 
 
 
 
   
 
 

）。

（
２
）M

.
H
eid
eg
g
er,

 
   
   
  
 
    D

ie
T
ech
n
ik
u
n
d
d
ie
K
eh
r

 
    
   
 
  
  
 
 
  
    
  
 e  ,

N
esk
e,
S
S
.
3
9
-4
2
.

   
   
    
 
   
 
  
 
  
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
る
「
転
回
の
思
索
」
に
か
ん
し
て
は
、
細
川
亮
一
『
意
味
・
真
理
・
場

所
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
―
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）
の
第
一
章
第
二
節

を
参
照
。

（
３
）『
存
在
と
時
間
』
第
九
節
「
現
存
在
の
分
析
論
の
主
題
」
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

本
質
存
在
と
現
実
存
在
と
い
う
伝
統
的
な
存
在
論
的
術
語
を
も
ち
い
つ
つ
、
し

か
し
独
自
の
視
点
か
ら
、「
こ
う
し
た
存
在
者
の
何
で
あ
る
か
（
本
質
存
在
）

は
、
…
そ
の
存
在
者
が
在
る
こ
と
（
現
実
存
在
）
か
ら
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
現
実
存
在
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

考
え
る
と
こ
ろ
、
｢存
在
論
的
に
は
物
在

機

機

と
同
じ
｣で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
｢現
実

存
在
と
い
う
名
称
の
代
わ
り
に
…
物
在
性

機

機

機

と
い
う
表
現
を
つ
ね
に
も
ち
い
る
｣

と
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
物
在
性
と
「
カ
テ
ー
ゴ
レ
イ
ス
タ
イ

（ 

）」
の
関
係
を
指
摘
し
、「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
諸
存
在
性
格
の
二
つ
の
根
本
可
能
性
で
あ
る
」
が
、
わ
け
て
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

適
用
さ
れ
る
の
は
、「
何
か

機

機

（
最
広
義
で
の
物
在
性
）」
を
問
わ
れ
る
存
在
者
で
あ

る
と
言
う
。

　
　
　

こ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
本
質
存
在
と
現
実
存
在
と
い
う
存
在
の
伝
統
的
な

根
本
概
念
は
と
も
に
物
在
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
本
質
存

在
に
か
ん
し
て
は
、
カ
テ
ー
ゴ
レ
イ
ス
タ
イ
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
、「
存
在
者

を
論
じ
あ
う
（ 

）
さ
い
に
存
在
を
そ
の
つ
ど
す
で
に
先
行
的
に
論
じ
て
い

る
こ
と
が
、
カ
テ
ー
ゴ
レ
イ
ス
タ
イ
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

存
在
者
の
何
か
を
語
り
だ
す
と
き
、
カ
テ
ー
ゴ
レ
イ
ス
タ
イ
は
そ
の
存
在
者
の

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
規
定
で
あ
る
。

　
　
　

以
上
の
よ
う
に
、
本
質
存
在
と
現
実
存
在
と
い
う
伝
統
的
な
存
在
概
念
は
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
さ
し
あ
た
り
カ
ン
ト
に
至
る
ま
で
を
貫
い
て
い
る
。

（
４
）GA

3
,§3
5
.

 
 
 
   
 
  
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
構
想
力
解
釈
を
批
判
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
哲
学

に
内
在
し
つ
つ
構
想
力
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
次
の
論
考
を
参
照
。D

.

 

  

H
en
rich
,
"Ü
b
er
d
ie
E
in
h
eit
d
er
S
u
b
je

 
  
    
    
 
    
    
  
 
     
    
 
 
  

k
tiv
itä
t"
,
in
:

 
   
   
       
   P

h
ilosop

h
isch
e

 
 
      
 
    
  

R
u
n
d
sch
a
u

 
 
 
 
   
 
 
 3  

,
1
9
5
5
.

   
 
 
 
 

（
５
）GA

3
,
1
0
6
.

 
 
 
   
 
 
  
カ
ン
ト
『
第
一
批
判
』
に
内
在
的
な
実
体
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
は

次
の
著
作
を
参
照
。A

.
R
osa
les,

 
   
   
     S

ein
u
n
d
S
u
b
jek
tiv
itä
t
b
ei
K
a
n
t

 
   
  
 
 
  
 
 
   
   
   
   
    
 
 
 ,  

d
e

  
  

G
ru
y
ter,
2
0
0
0
,
S
.
2
4
0
ff.

 
  
 
      
 
 
 
   
   
 
 
    

（
６
）拙
稿
「
認
識
論
的
転
回
の
地
平
を
求
め
て
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性

批
判
』
―
」（
日
本
哲
学
会
編
『
哲
学
』、
第
五
六
号
、
二
〇
〇
五
年
、
二
七
〇
頁

か
ら
二
八
二
頁
）
を
参
照
。

κατηγορει̃σθαι

λόγοϛ
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（
７
）細
川
亮
一
『
意
味
・
真
理
・
場
所
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
―
』（
創
文
社
、
一

九
九
二
年
）
の
一
四
二
頁
か
ら
一
四
九
頁
を
参
照
。

（
８
）ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
に
つ
い
て
―
哲
学
入
門
―
』
お
よ
び
『
存

在
と
時
間
』
の
自
由
概
念
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ

ン
シ
ー
『
自
由
の
経
験
』（
澤
田
直
訳
、
二
〇
〇
〇
年
、
未
来
社
）
の
第
二
章
を
参

照
。

（
９
）GA

2
6
,
2
7
2
.

 
 
 
 
   
 
 
  
世
界
へ
の
存
在
論
的
超
越
を
可
能
に
す
る
時
間
性
は
そ
れ
以
上
の

根
拠
を
も
た
ず
、
い
わ
ば
底
が
抜
け
た
「
無
底
（A

b
g
ru
n
d

 
 
 
  
 
 

）」
の
次
元
だ
と
言
え

る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
時
間
性
と
い
う
も
の
が
と
に
か
く
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

（D
a
ß
es
ü
b
erh
a
u
p
t
so
etw
a
s
w
ie
Z
eitli

 
 
 
     
 
   
 
 
 
        
 
   
    
     ch

k
eit
g
ib
t

  
 
     
  
 

）、
形
而
上
学
的
な
意

味
で
の
原
事
実
で
あ
る
」（G

A
2
6
,
2
7
0

 
 
 
 
   
 
 

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（　

）『
存
在
と
時
間
』
第
七
五
節
を
参
照
。
ま
た
、『
存
在
と
時
間
』
第
六
節
「
存
在
論

１０
の
歴
史
の
解
体
と
い
う
課
題
」
で
は
、「
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
お
よ
び
そ
の
歴
史
は

…
、
現
存
在
が
お
の
れ
自
身
と
存
在
一
般
を
《
世
界
》
か
ら
了
解
し
て
い
る
こ
と

の
…
証
左
で
あ
る
」（S

Z
,
2
1
f.

 
 
   
 
  
）
と
述
べ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
術
語
を
交
え
て
次
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
い
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は《
事
物（D

in
g
e

 
  
 
 

）》の
た
め
に
プ
ラ
グ
マ
タ
（ 

）

と
い
う
適
切
な
術
語
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ひ
と
が
配
慮
的
な
交
渉

（ 

）
に
お
い
て
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
･･･《
さ
し
あ
た
り
》

プ
ラ
グ
マ
タ
を
《
単
な
る
事
物
》
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
配
慮

に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
存
在
者
の
こ
と
を
道
具

機

機

と
名
づ
け
る
。（S

Z
,
6
8

 
 
   
 

）

　
　
　

こ
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、『
存
在
と
時
間
』
の
用
具
連
関
と
い
う
発

想
の
由
来
の
一
つ
は
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
に
あ
る
。

（　

）『
始
元
根
拠
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
「
基
礎
存
在
論
」
を

１１
説
明
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
現
存
在
の
分
析
論
」
と
「
存
在
の
テ
ン
ポ
ラ
リ

テ
ー
ト
の
分
析
論
」
か
ら
な
り
、「
こ
の
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
な
分
析
論
は
、
し
か
し

同
時
に
、
転
回

機

機

で
あ
る
」（G

A
2
6
,
2
0
1

 
 
 
 
   
 
 

）。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
も
現
存
在

か
ら
存
在
へ
の
転
回
は
な
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
「
転
回
の
思
索
」
は
試
み
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
。

付
記
：
小
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
方
々
に
深
謝
し
ま
す
。

πράγματα

πρα̃ξιϛ




