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ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
歴
史
の
意
味

斎

藤

武

雄

l

人
間
親
と
歴
史

(1
)

(2
)

給
じ
て
人
間
観
は
歴
史
観
を
規
定
す
る
｡

そ
れ
は
歴
史
が
人
間
の
歴
史
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
さ
て
'
歴
史
と
い
-
言
葉
に
は
普
通
二

つ
の
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
そ
の
一
つ
は
'
事
件
乃
至
出
来
事
の
経
過
そ
の
も
の
で
あ
り
t
も
-

一
つ
は
'
そ
の
経
過
の
記

録
乃
至
記
述
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ
語
で
は
前
者
を

G
eschichte
t
後
者
を

H
isto
rie
と
し
て
'
両
者
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
｡
し
か

し
両
者
は
無
関
係
で
は
な
い
｡

既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
両
者
の
差
異
と
統

1
と
に
着
目
し
た
｡

彼
は
'

前
者
即
ち

res
gestae
(dab
G
el

sc
hene)と
後
者
即
ち

historia
reru
m
gestaru
m
(

G
eschichtser2:a
h
ru
n
g
〉
G
eschichtsbeschreibun
g)
と
い
-
｢
こ
の
二
つ
の
意
味

の
統

1
V
ereinig
u
n
g
)
を
単
に
外
面
的
な
偶
然
性
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
言
い
'｢
二
つ
を
共
に
産
み
出

す
｣
｢
内
面
的
な
共
通
の
取
底

G

run
d
l

age｣
が
存

す

る

と
言

-

(H
egel,V
olteSu
ngen
u
ber
d
i
e
Philosophic
d
e
r

G

eschichte,

H
eg
el
Sam
tliche
W

erke
LL
･
von
G
lockn
er,
)949,
S･97)
｡
こ
の
取
低
を
彼
は
国
家
と
見
た
.
(V
gl
･
a
a･
0･S
･
98)
.
又
､
三
木
清

は
前
者
を

｢存
在
と
し
て
の
歴
史
｣
と
L
t
後
者
を

｢
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
｣
と
し
'
こ
の
両
者
の
取
抵
に

｢
主
体
的
事
実
｣
即
ち

｢

事
実
と
し
て
の
歴
史
｣
を
見
た

(
三
木
清
'

｢
歴
史
哲
学
｣
参
照
)
｡
ヘ
ー
ゲ
ル
も
三
木
も
そ
れ
ぞ
れ
の
か
か
る
取
低
か
ら
生
起
そ
の
も

メ

の
を
見
又
生
起
の
記
鐘
の
立
場
を
見
る
｡
そ
の
他
､
か
か
る
取
抵
を
唯
物
論
的
に
把
握
す
る
か
､
或
は
宗
教
的
に
理
解
す
る
か
等
に
よ
っ
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て
史
観
の
多
様
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
｡

ラ
ン
ケ
の
如
く
史
実
の
客
観
性
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
'
し
か
し
何
が
本
来
的
な
歴
史
の
事
実

･
生
起

･

出
来
事
で
あ
っ
た
か
'
即
ち
歴
史
的
価
値
を
も
つ
現
象
は
何
か
'
と
い
う
こ
と
に
は
選
択
が
入
る
｡
そ
の
選
択
の
基
準
は
'
人
間
の
本
質

に
'
板
木
的
に
は
'
存
在
す
る
｡
こ
の
本
質
か
ら

G
eschichte
が
見
ら
れ
'
H
istori
e
が
記
述
さ
れ
る
｡

ゲ
シ
ヒ
テ
ヒ

ス
J･'
-

(3
)

さ
て
'
ヤ
ス
パ
ー
ス
は

歴

史

と

史

学

と

の
坂
槙
に
歴
史
性

G
eschichttic
h
k
e
it
を
見
る
｡
こ
の
点
は
三
木
の
主
体
的
な

｢
事
実
と
し
て

の
歴
史
｣
を
根
源
的
歴
史
と
し
て
見
る
こ
と
に
近
い
｡
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
歴
史
性
は
実
存
の
歴
史
性
で
あ
り
'
実
存
と
い
-
主
体
の

本
来
的
な
在
り
方
で
あ
る
か
ら
'
実
存
が
そ
の
敬
拠
と
す
る
存
在
そ
の
も
の
即
ち
超
越
者
そ
の
も
の

･
包
括
者

d
as
U
m
greifen
d
e
そ

の
も
の
が
歴
史
性
の
根
拠
で
あ
る
｡
彼
の
史
観
は
包
括
者
思
想
か
ら
の
そ
れ
で
あ
り
'
こ
の
思
想
か
ら
の
人
間
観
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
｡

(4
)

結
局
そ
れ
ほ
歴
史
的
実
存

の
史
観
で
あ
り
'
特
に
実
存
の
本
来
的
在
り
方
で
あ
る
交
通

K
om
m
unikation
の
史
観
で
あ
る
｡
従
っ
て
そ

れ
は
又
実
存
理
性
の
史
観
で
あ
る
｡

私
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
以
下
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
そ
の
た
め
に
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る
人
間
存
在

の
諸
様
式
に
即
し
て
歴
史
の
意
味
を
考
え
て
行
く
こ
と
か
ら
'
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
｡

(-
)各
の
史
学
乃
至
歴
史
理
論
は
皆

1
定
の
･,/
間
学
に
基
礎
を
も

っ
て
い
る
t
と
い
-
マ
ッ
ク
ス
･
シ
ェ
-
ラ
ー

(M
ax
Scheler.
P
hitosophische

W
ettan
schauungIM
ensc
h
und

G
esch
ich
te･
,)
の
亭
フ
如
く
'
す
べ
て
の
史
観
は
人
間
観
に
よ
っ
て
境
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(2
)
自
然
史
的
過
程
と
し
て
歴
史
を
と
ら
え
る
場
合
に
も
'
そ
れ
は
人
間
社
会
の
歴
史
で
あ
る
｡
従
っ
て
そ
れ
は
人
間
の
歴
史
で
あ
る
｡
又
そ
れ
は
'
神

の
歩
み
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
で
も
'
歴
史
が
人
間
の
歴
史
で
あ
る
こ

と
に
は
変
-
は
な
い
｡

(3
一
｢人
間
的
歴
史
は

〃
実
存
ク
の
〃
歴
史
性
ク
か
ら
は
じ
め
て
本
質
的
意
味
を
獲
得
す
る
｡
｣

(J
aspelS,V
o
m

U
ISP
r
ung
und
Ziet
'del
G
e

l

sch
ichte.
S
.
34
9)

(+
)
gesch
ichttic
h
e
E
x
istenz(a
･a
,0
,
S
･337)
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な
お
､,
本
稿
に
お
け
る
ヤ
ス
バ
ー
ス
の
著
書
の
略
号
を
次

の

如

く

と

し

､

頁

付

け

は

数

字

の

み

で

示

す
こ
と
と
す
る
｡

P
h
.
q
h
itosoph
ie
,
)932)

E
,ph
,
(E
xistenzp
h
itosop
h
ie
,
)938)

V
.d.
W
.
(V
on
der
W
ah
rh
eit.
)
9
47
)

G
t.
(D
er
phit
os
oph
isch
e
G
tau
b
e
,
)948
)

U
,Z
.
(V
om
U
rsp
run
g
und

Z
iel
der
G
esch
ich
te
)
)9
4
9
)

E
in
f,
(E
in
fBh
rung
in
d
ie
P
hil
osoph
ie,]

.

9
5
0
)

ニ

人
間
存
在
の
諸
様
式
と
歴
史

1

現
存
在

(
D
asein
)

先
ず
人
間
は
現
存
在
と
し
て
存
在
す
る
｡
現
存
在
は
時
間
に
お
け
る

in
d
er
N
eit
も
の
と
し
て

｢
始
源
と
終
末
と
を
も
ち
､
そ
の
環

境
世
界

U
mw
ett
に
お
い
て
労
苦
し
､
闘
争
し
､
或
は
倦
怠
し
､
屈
服
し
､
享
楽
し
､
苦
悩
L
t
不
安
を
も
ち
又
希
望
を
も
つ
｣
(V
.
d
.

W
.
49)
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
現
存
在
は
言
わ
ば
我
々
の
生
き
も
の
と
し
て
の
在
り
方
で
あ
り
､
生
命
的
現
存
在
で
あ
る
｡
そ
れ

は
デ
ィ

ル

タ
イ
が
自
然
主
義
と
言
-
立
場
の
生
で
あ
る
｡
か
か
る
生
は
実
践
的
､
実
用
的
､
経
験
的
､
相
対
的
等
の
特
質
を
も
つ
O
そ
し
て
現
存

在
は
自
己
保
存
と
自
己
拡
大
と
を
欲
し
､
そ
れ
に
適
合
す
る
も
の
を
真
理
と
す
る
｡
こ
の
真
理
観
は

｢
実
用
主
義
の
真
理
概
念
で
あ
る
｣

(E
.
ph
.U
O
)

0

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
か
か
る
現
存
在
と
そ
れ
が
そ
の
中
に
生
き
る
環
境
世
界
と
を
人
間
存
在
の
不
可
欠
の
条
件
の

一
つ
と
見
る
け
れ
ど
も
'

人
間
は
こ
の
現
存
在
を
超
え
て
本
来
の
在
り
方
に
到
達
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
故
に
､
現
存
在
的
条
件
を
歴
史
に
お
い
て
絶
対
視
せ

ず
'
従
っ
て
現
存
在
の
立
場
を
梶
本
と
す
る
自
然
主
義
的

･
実
証
主
義
的

･
唯
物
論
的

･
実
用
主
義
的
歴
史
観
を
と
ら
な
い
｡
彼
は
そ
れ
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ら
を
包
み
且

つ
越
え
て
人
間
の
歴
史
を
見
る
｡

｢
自
然

N
atur
を
基
礎
と
し
て
歴
史
は
存
在
し
て
い
る
｣
が

｢
自
然
の
歴
史
と
人
間
の
歴
史
｣
と
の

｢
両
者
は
本
質
と
意
味
と
に

お

い
て
相
違
し
て
い
る
｣
の
で
あ

っ
て
､

｢
自
然
の
歴
史
は
そ
れ
自
ら
を
意
識
し
な
い
｣
と
こ
ろ
の

｢
同
じ
も
の
の
繰
り
返
し
｣
で
あ
っ
て

｢
自
然
は
こ
の
意
味
で
非
歴
史
的
｣
で
あ
る
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
見
る

モ
･
Z
･
2
9
2
)

.
そ
れ
故
に

｢
歴
史
そ
の
も
の
を
な
お
自
然

生
起
の

類
推
に
従

っ
て
考
察
す
る
こ
と
｣
即
ち
､

｢
無
終
の
去
来
｣
､

｢
没
落
と
繰
り
返
し
｣
､

｢
人
間
を
動
物
の
一
種
と
し
て
｣
考
え
る
こ
と

｢
人
類
全
体
は

1
個
の
生
命
過
程
で
あ
る
｣
と
し
て

｢
人
輯
全
体
は
生
長
し
.､
開
花
し
､
成
熟
し
､
老
い
､
そ
し
て
死
す

る
｣
こ
と
､

そ
し
て

｢
人
環
の
過
程
と
し
て
の
み
な
ら
ず
｣

｢
人
間
の
諸
文
化
の
｣

｢
過
程
と
し
て
｣
､
諸
文
化
を

｢
有
機
体
｣
と
し
て
見
る
こ
と
t

を
彼
は
避
け
る

(ebd.)
｡
文
化
を

｢
始
源
と
終
末
と
を
も
っ
て
い
る
独
立
な
生
命
形
体

Le
bensgebitde
と
し
て
の
有
機
体
｣
(

U
.Z
.

)

6)
の
如
く
見
る
シ
ュ
ペ
ン
ダ
ラ
ー
や
ト
イ
ン
ビ
ー

(
シ
ュ
ペ
ン
ダ
ラ
ー
は
八
つ
の
､
ト
イ
ン
ビ
ー
は
二
十

1
の
文
化
体
を
見
る
)
の
よ

(1
)

う
な
予
言
者
的
な
史
観
に
ヤ
ス
パ
ー

ス
が
賛
同
し
か
ね
る
の
は
､
人
間
を
生
命
的
自
然
過
程
と
同

一
視
得
な
い
彼
の
人
間
観
に
よ
る
も
の

で
あ
る
｡

｢
我
々
人
間
は
自
然
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
で
あ
る
｡
自
然
は
遺
伝
に
お
い
て
示
さ
れ
'
我
々
の
歴
史
は
伝
統
に
お
い
て
示
さ
れ
る
｣

が
'

｢
遺
伝
に
よ
る
安
定
性
に
対
し
て
我
々
の
伝
統
の
危
険
性
が
対
立
す
る
｣
の
で
あ
り
､

｢
歴
史
の
過
程
は
忘
却
に
よ
り
'
歴
史
的
に

獲
得
さ
れ
た
も
の
の
消
滅
に
よ
り
途

切
れ
得
る
｣

の
で
あ
る

(U
･
Z
･

293)o
伝
統
は
動
揺

･
崩
壊

･
不
信
の
可
能
性
を
も

つ
｡

そ
れ

は

｢
人
間
存
在
の
実
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
を
包
括
す
る
｣
が
'

｢
こ
の
実
体
は
歴
史
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
精
神
的
運
動

に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
ま
た
明
寮
に
な
る
｡
こ
の
運
動
に
お
い
て
こ
の
実
体
は
諸
の
変
化
を
引
受
け

る
｣
の
で
あ

る

(U
･
Z
･
294)
｡
即

ち
､
伝
統
は
自
然
と
異
り

｢
人
間
存
在
の
実
体
｣
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
伝
統
の
突
破
に
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
歴
史
上
重
大

な
意
義
を
認
め
る
｡

｢
そ
し
て
そ
の
最
大
の
例
は
車
軸
時
代

A
ch
sen
zeit
で
あ
る
｣
(eb
d
.)
と
言
-
｡
歴
史
は
伝
統
を
地
盤

と
‥し

っ

∫
ylLtl

J.J･
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つ
も

｢
伝
統
か
ら
の
解
社

LoBIb
s
ung
へ
の
1
つ
の
方
向
｣

(
ebd
.)
を
も
つ
も
の
で
あ
る
｡

2

意
識

1
般

(B
ew
u
Btsein
d
berhaupt)

人
間
の
第
二
の
在
り
方
は
意
識

l
殻
で
あ
る
｡
そ
れ
抹

｢
普
遍
妥
当
の
知
識
の
場
所

S
ta
tte｣

(V
･
d
･W

･
47)
で
あ
り
､
こ
の
思
惟

す
る
意
識
の
制
約
の
下
に
す
べ
て
の
世
界
認
識

(
1
般
に
は
す
べ
て
の
対
象
存
在
)
が
立
っ
て
い
る
.
現
存
在
が
時
間
と
空
間
と
に
制
限

さ
れ
て
特
殊
的
な
考
え
方

･
感
じ
方

･
意
志
の
仕
方
を
し
て
い
る
の
に
､
こ
の
意
識

一
般
は

一
般
的
で
あ
り
'
例
外
を
許
さ
な
い
普
遍
必

然
の
真
理
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
｡
ヤ
ス
パ
ー

ス
は
か
か
る
意
識
を
重
視
し
'
こ
の
意
識
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
科
学
を
重
ん
じ
'科
学
は
哲

学
す
る
こ
と
の
梶
本
要
素
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
､
現
実
に
行
わ
れ
る
科
学
は
､

一
定
の
立
場
か
ら
､

一
定
の
方
法
よ
っ
て
､

一
定
の
対

象
に
つ
い
て
探
求
す
る
個
別
科
学
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
と
し
､
存
在
す
る
も

の

の
全
体

に
関

す

る
全

体

知

･
絶

対

知

を
斥

け

る
｡
彼
の
か
か
る
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
､

一
つ
の
科
学
的
な
歴
史
研
究
か
ら

一
切
の
人
間
の
歴
史
は
明
ら
か
に
は
知
り
得
な
い
こ
と
に
な

る

｡

(2
)

し
か
し
､
科
学
と
そ
の
応
用
で
あ
る
技
術
と
が
長
足
の
進
歩
を
な
し
た
現
代
は
正
に

｢
科
学
的
技
術
的
時
代
｣

で
あ
る
と
ヤ
ス
パ
ー
ス

は
一言
-
｡
彼
は
'
科
学
技
術
の
進
歩
が
世
界
史
を
は
じ
め
て
現
実
的
に
世
界
史
と
し
た
の
で
あ
り
､
今
に
し
て
は
じ
め
て
其
の
世
界
史
が

(3
)

は
じ
ま
り
､
そ
れ
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
我
々
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
｡
科
学
の
絶
対
化
を
否
定
す
る
彼
が
'
科
学
な
し

に
は
世
界
史
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
｡
即
ち
彼
は
意
識

一
般

･
悟
性

･
科
学
の
絶
対
化
を
斥
け
る
と
共
に
そ
れ
を
媒
体
と
し
て
存
在
そ

(4
)

の
も
の
が
現
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
意
味
を
読
み
と
る
主
体

(
実
存
)
の
自
由
な
層
号
解
読
を
な
そ
-
と
す
る
｡

歴
史
の

｢
根
源
と
目
標
と
は
我
々
の
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
'
全
然
或
る
知

W

issen
に
よ
っ
て
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｣
(U
.

Z
･
)7)
｡
こ
れ
は
人
類
の
歴
史
の
過
去
を
全
く
知
り
得
ぬ
と
か
､
歴
舟
に
法
則
が
全
く
存
し
な
い
と
か
､
人
類
の
将
来
に
対
し
て
は
全
く

我
々
は
盲
目
で
あ
る
と
か
､
を
意
味
し
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
は
如
何
に
実
証
的
に
探
求
し
て
も
人
類
の
歴
史
の
取
源
は

1
義
的
に
は
知
り

l

.

5,
.L
.
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得
な
い
し
'
将
来
も
確
実
に
見
透
さ
れ
た
り
計
画
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
㍑
で
き
な
い
､
と
い
-
知
乃
至
悟
性
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

彼
の
史
観
は
知
を
包
み
且
つ
そ
れ
を
準

え
る
｡
歴
史
は
意
識

1
股
に
.q
っ
て
合
理
的
に
法
則
的
に
説
明
し
得
る
も
の

(
自
然
科
学
的
歴
史

学
に
お
け
る
如
く
)
を
'
歴
史
の
法
則
を
'
含
む
と
共
に
'
そ
れ
は
法
則
を
超
え
る
人
間
の
自
由
を
重
要
な
契
機
と
す
る
､
と
い
-
よ
-
に

彼
は
考
え
る
｡
知
に
よ
っ
て

一
般
的
な
も
の
が
把
握
さ
れ
る
が
'
歴
史
は

一
回
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
'

一
般
的
な
も
の
で
は
そ
れ
は
尽

く
さ
れ
得
な
い
､
と
彼
は
考
え
る
｡
し
か
し
こ
の
考
え
も
結
局
は
人
間
の
自
由
を
前
提
し
て
い
る
｡
彼
は
'

｢
我
々
が
歴
史
を

一
役
的
法

則
で
把
捉
す
る
場
合
に
は
(
因
果
関
連
や
形
態
法
則
や
弁
証
法
的
必
然
性
に
お
い
て
)
'
我
々
は
か
か
る

1
股
者
を
以
っ
て
し
て
は
決
し
て

歴
史
そ
の
も
の
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
｡
何
と
な
れ
ば
歴
史
は
そ
の
個
体
に
お
い
て
端
的
に

一
回
的
な
或
る
も
の

e
tw
as
schlechth
in

B
n
m
al
iges
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣

モ
･
Z
･

299)
と
言
-
｡
歴
史
に
お
け
る
個
性
は

一
般
者
の
事
例
で
は
な
く
'

｢
歴
史
で
あ
る
た

め
に
は
'
個
体
は

1
回
的
'
代
理
不
可
能
'
唯

1
で
あ
ら
ね
は
な
ら
ぬ
｣
し
'

｢
1
般
法
則
と
し
て
'
模
型
的
形
態
と
し
て
､
普
遍
妥
当

の
価
値
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
'

1
般
者
も
な
お
未
だ
歴
史
で
は
な
い
｣
t
と
彼
は
考
え
る

e
･
Z
･

300)
｡
か
く
の
如
く
彼

の

史
観
は

一
般
者
を
包
越
す
る
包
括
者
思
想
の
史
観
で
あ
る
｡
そ
れ
は
自
然
科
学
的
要
素
を
認
め
る
が
'
自
然
科
学
的
歴
史
観
を
と
ら
な
い

L
t
又
'
ゲ

イ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
や
リ
ッ
ケ
ル
ト
ら
の
文
化
科
学
的
歴
史
観
と
は
､

一
回
的

･
個
性
的
歴
史
把
握
に
つ
い
て
は
'
類
似
し
て

は
い
る
が
'
所
謂
価
値
を
包
み
且
つ
越
え
る
実
存
の
歴
史
性
を
歴
史
に
と
っ
て
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
す
る
｡

3

精
神

(G
eist)

人
間
の
第
三
の
在
り
方
は
精
神
で
あ
る
｡
精
神
と
は
全
体
者
を
思
唯
す
る
カ
で
あ
り
'
そ
れ
は
理
念

ldee
の

｢
全
体
へ
結
合
し
'
方

向
を
与
え
秩
序
づ
け
る
｣

(V
･
d
･
W
･
47)
力
で
あ
る
｡
従

っ
て
意
識
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
並
び
に
現
存
在
と
し
て
現
実
的
な
も

の
の
す
べ
て
が
精
神
の
理
念
的
総
体
性
の
中
へ
収
容
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
｡

N
gl
･
E
･
p
h
･)6･u
･V
･d
･W
･49)｡
精
神
は
自
己
完
結
的

な
自
ら
を
貫
ぬ
く
運
動
-
そ
の
理
念
的
稔
体
性
に
お
け
る
-
で
あ
る
｡

｢
精
神
の
生
は
理
念
の
生
で
あ
る
｣

(
G
l･)
8)
｡
そ
の
理
A句
ど
は

iiZjh
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例えば我々の実現する職業や課題や国家や民族の如き実践的理念であり､又'世界､霊魂'生命等の理論的理念である｡精神は理念において生きるものであるとい-のは､精神は自らの根源･根拠･目標を理念においてもつとい-ことである｡ヤスパースは精神の立場の代表としてヘーゲルのそれを考えていることは明らかである｡それはディルタイの言-客観的観念論の立場であって､世界精神乃至絶対的精神の如き理念によって生きる立場である｡又､民族主

義の立場も精神の立場と言い得る｡それは民族精神とい-理念によって生きる｡

精神の立場では､歴史とは､民族精神･世界精神等の理念の実現発展の過程とい-ことになる｡この理念が現存在としての人間の営みと科学的技術的な意識一般の活動とのすべてをその根源において規定する｡しかし､その発展は一ヽ定の理念の枠内における発展であり､その自由もやはりその理念内における自由であるにすぎない｡ヘーゲルは｢世
･､,,,,,,,,,,,,,,,,(5),,,,

界史とは自由の意識における進歩である｣と言い､｢ところで､世界史は自由の意識を内実とする原理の発展段階を

(6)

叙述するものである｣と言-が､この進歩発展は'ヤスパースから見れば､完結せる理念の枠内においてのそれであるにすぎない｡絶対者を認識し得ると考えるヘーゲルと違って'ヤスパースは､自由の主体たる実存を､理念を突破するもの-超越者に直面して無限にそれに向って開かれてーと見るが故に､かかる理念の自己黄濁の過程として歴史をみ

(7)

ることに満足しない｡彼は世界史は世界の審判であるとい-ヘーゲルの考えを斥けるのはそのためであって､現象す

るもの乃至実現されたものは､存在そのものではない､とい-包括者思想がその板抵に存する｡

4実存(Existenz)

イソマネント

ヤスパースは以上の三つの人間の在り方を内在的な在り方としている｡実存はこれらを言わば肉体とし､しかもこ

ポーデンウルyユプルンクグルンi.

れらを超越Lt且つこれらを真に生かす地盤であり根源であり根拠である｡それは交替不可能な単独者である｡
しかも｢実存は自己自身へと関係し､そ-することにおいて超越者へと関係するところの自己存在Selbstseihであり､
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そ
れ
は
こ
の
超
越
者
に
よ
っ
て
贈
与
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
､

こ
の
超
越
者
の
上
に
自
己
存

在
は
基

礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｣
d
l
.

d
･
W
･
49･
,

E
･

ph･)7)｡
こ
の
よ
-
に
実
存
は
内
在
と
超
越
者
と
の
間
に
あ
る
中
間
存
在
と
し
て
の
自
由
な
主
体
で
あ
る
｡
こ
こ
に
実
存

が
時
間
に
お
い
て
時
間
を
超
え
る
歴
史
性
が
あ
る
｡
歴
史
性
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
､
｢
現
存
在
と
実
存
と
の
統

1
J
(P
h･
IL,
)22)'

｢
必
然
と
自
由
と
の
統

こ

(a
･a
･0
･)
2
5
)

'
｢
時
間
と
永
遠
と
の
統

こ

(a･a
･0
･
)
2
6
)

と
し
て
表
現
さ
れ
る
が
'
こ
の
歴
史
性
こ
そ
､
｢
中

(8
)

間
者
｣
と
し
て
実
存
を
見
る
と
こ
ろ
の
包
括
者
思
想
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
｡
実
存
は
か
く
し
て
｢
状
況
-
内
-
存
在
｣
で
あ
り
'他
の
実
存
と

(9
)

共
に
存
在
す
る

｢
交
通

-
内

-
存
在
｣

で
あ
り
'

一
切
の
内
在
及
び
他
人
と
共
に
あ
り
､
そ
れ
ら
を
媒
介
す
る
自
由
な
存

在

で
あ
り
'

｢
歴
史
的
実
存
｣
で
あ
る
｡
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
史
観
は
か
か
る
歴
史
性
か
ら
出
て
く
る
｡
歴
史
的
伝
統
乃
至
根
源
を
異
に
し
つ
つ
互
に
人
々

が
交
わ
る
こ
と
に
お
い
て
歴
史
の
真
理
を
実
現
す
る
と
彼
は
考
え
る
が
'
こ
の
考
え
は
'

｢
実
存
は
実
存
に
対
し
て
無
限
な
､
完
結
不
可

能
な
交
通

K
om
m
u
n
ik
atio
n
に
立
つ
｣
(V
･d･W

704)
よ
-
に

｢
諸
の
実
存
は
相
互
に
関
係
す
る
｣
(a･a
･

0
･70
5)
こ
と
に
基
づ
く
｡

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
歴
史
観
は
'
包
括
者
思
想
か
ら
の
･
実
存
の
･
歴
史
性
か
ら
の
･
交
通
か
ら
の
･
実
存
の
理
性
か
ら
の
歴
史

観

で

あ

る

｡
LL)

#
#

(V
e

rn
u
n
ft)

理
性
は
実
存
と
共
に
あ
り
'
根
本
的
に
は
実
存
の
絶
対
的
意
識
の
本
来
の
公
明
性
で
あ
る
｡
実
存
は
我
々
で
あ
る
包
括
者
の
す
べ
て
の

様
式
の
地
盤
で
あ
る
が
'そ
の
紐
帯

B
an
d
は
理
性
で
あ
る
｡
理
性
は

一
着
た
る
超
越
者
に
直
面
し
且
つ
そ
れ
に
向

っ
て
不
断
に
統

一
･
突

破

･
統

一
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
っ
て
'
そ
れ
は
実
存
に
担
わ
れ
て
い
る
｡

｢
理
性
は
我
々
に
お
け
る
包
括
者
で
あ
り
'
そ
れ
は
如
何
な

る
本
源
的
な
根
源
を
も
も
た
ず
､却

っ
て
実
存
の
道
具
で
あ
る
｡
理
性
は
実
存
か
ら
の
無
制
約
者
で
あ
り
'
そ
れ
は
根
源
を
実
現
に
お
い
て

最
も
広
き
顕
示
へ
と
も
た
ら
す
べ
き
無
制
約
者
で
あ
る
｡｣

(G
l･39)
｡
か
く
の
如
く
す
べ
て
の
も
の
を
結
び
つ
け
'
統

1
す
る
と
こ
ろ
の
'

そ
し
て
結
局

一
者
に
向

っ
て
有
限
な
も
の
の
統

一
を
目
指
す
理
性
は
実
存
と
い
-
根
源
の
道
具
で
あ
る
｡
理
性
と
実
存
と
は
不

可
分
で
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(
10
)

あ
り
'
実
は
根
源
た
る
実
存
の
根
本
性
格
に
基
づ
い
て
理
性
は
そ
の
公
明
性
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
｡

理
性
は

一
着
へ
の
衝
動
､
統

l
の

意
志
と
し
て
統

一
を
実
現
せ
ん
と
す
る
｡
ヤ
ス
パ
ー

ス
に
お
け
る
歴
史
の
統

一
は
こ
の
理
性
に
よ
る
統

一
に
他
な
ら
ぬ
｡
そ
の
統

一
は
無

限
に
開
い
た
統

一
で
あ

っ
て
､

1
定
の
立
場
か
ら
の
統

一
の
絶
対
化
は
斥
け
ら
れ
る
｡

｢
明
涼
な
そ
し
て
決
定
的
な
区
別
な
し
に
は
決
し

)

て
其
の
そ
し
て
透
徹
す
る
統

l
は
存
し
な
い
｣

(V
･
d
･W
･
700)
故
に
'
意
識

1
般

･
悟
性

･･知

･
合
理
的
法
則

･
客
観
的

な
事

実

を

無
視
し
主
観
的
独
断
的
に
は
彼
は
歴
史
の
統

一
を
求
め
な
い
｡
前
述
の
如
く
科
学
技
術
を
離
れ
て
世
界
史
を
彼
は
考

え

な

い
が
､
｢

理

性
は
悟

性
な
し
に
は
決
し
て
存

在
し
な
い
け
れ
ど
も
､
悟

性
よ
り
も
無

限
に
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
｣

(G
t.
38)
し
､
理
性
は
更

に

ガ
イ

ス
ト

精

神

よ

り
も
よ
り
以
上
の
も
の
で
あ
る
か
ら
'
理
性
に
よ
る
歴
史
の
統

一
は
悟
性
と
精
神
と
を
包
み
且
つ
越
え
る
統

一
で
あ
る
｡

｢
精
神

の
理
念
は
自
ら
を
完
結
し
自
ら
を
閉
鎖
す
る
傾
向
を
も
つ
｣
(V
･d･W
･
618)
が
､
彼
の
世
界
史
の
統

l
は
理
性
の
理
念
で
あ
る
｡
理
性
の

ヽ
ヽ

理
念
は
開
い
て
お
り
公
明

o
ffe
n
で
あ
る
か
ら
､

そ
の
統

一
は
突
破
と
共
に
あ
る
｡

ヤ
ス
パ
ー

ス
が
車
軸
時
代
の
精
神
的
覚
醒
を
突
破

D
urchbm
ch
と
し
て
重
視
す
る
こ
と
は
理
性
の
特
質
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
｡
理
性
は
真
理
を
固
定
化
せ
ず
､
そ
れ
は
完
結
せ
る
調

和
を

拒
む
.
ま
た
理
性
の
求
め
る
統

一
｢
そ
れ
は
課
題

A
u
fg
a
be
と
し
て
そ
し
て
道

W
e
g
と
し
て
の
統

l
E
in
h
e
it
で
あ
る
｣
(V
.
d.W
･

70
1)
L
J理
性
は
内
実
の
無
限
性
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と

A
u
fg
e
schtossenheit
を
坂
槙
と
す
る

(V
gl･G
t･381
39)
の
だ
か
ら
-

世
界
史
の
統

一
も
､
後
述
の
如
く
､
課
題
と
し
て
開
い
た
統

一
で
あ
る
｡

(⊥

V
gl
,U
,Z
,
16･17
.

(2
)
W
iss
ensch
afdiches
u
,
technisches
Zei旦
ter
(U
.
Z
.
48
.
usw
.)
.

(3
)
｢J
は
次
の
よ
う
に
言
い
得
る
｡
即
ち
､
今
ま
で
の
と
こ
ろ
な
お
末
だ
如
何
な
る
世
界
史
も
存
在
し
な
か
っ
た
｡
た
だ
地
方
史
の
集
合
物
が
あ
っ
た

だ
け
だ
'
と
｡
｣

(U
･
Z
･

45)
｡

｢新
し
い
こ
と
は
'
現
代
に
お
い
て
歴
史
が
は
じ
め
て
世
界
史
と
な
る
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡｣
(E
in
f.
99)
｡

｢我
々
は
い
ま
正
に
は
じ
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
｣
(eb
d
,)
と
ヤ
ス
バ
ー
ス
は
言
っ
て
い
る
｡

T
)
暗
号

C
h
iffle
と
し
て
の
歴
史
に
つ
い
て
は

P
h
.
E
[,
)82ff.参
照
｡
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.

a
.
0
.S
.92

(ユ

D
ie
W
ettgeschichte
ist
nich
t
W
ettgeri
cht,
(P
h
,
肖
VL83)

(8
)
Zn･
s
itu
ation-
se
in

(Ph
,I
,

56)

育
)
In･
K
o
m
m
un
ikn
tio
n
･
S
e
in

(V
,
d,W

,546
.
usw
,)

(1
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
､

拙
著

｢
ヤ
ス
バ
ー
ス
に
お
け
る
絶
対
的
意
識
の
構
造
と
展
鯛
｣
第
二
第
第

l
章
絶
対
的
意
識
と
理
性

(
二
七
五
百
以
下
)
参

照
｡

J ･L 言 さ ヱ;･霊

三史観

ヤスパースの歴史観は上述の如き人間観からのそれであり､それは人間の多面的な在り方における実存の理性の歴史観である｡それは歴史性からの歴史観であって'世界史の時代区分も'車軸時代も'歴史の意味も､かかる理性と

その交通とによって貫かれている｡

彼は｢我々にとっての歴史の意義｣として次の如く言-｡｢如何なる実在するものも我々の自己確認にとって､歴史はど重要なものはない｡歴史は我々に人類の最も広大な地平を示し､我々の生活の基礎となっている伝東の内実を
我々にもたらし､現在的なものに対する基準を我々に示し､自己が属する時代への無意識的拘束から我々を解放し'

人間を最高の可能性と､その不滅の創造とにおいて見ることを教える｡｣rEinf･92)と｡ここに､自由な実存が歴史を媒介しなければならぬことが示されている｡そして｢我々の生活は過去と現在との相互的な照明によって進歩する｣(eゎd.)とい-｡かくして彼においては時間において､時間を超えるとい-実存の歴史性から､過去'現在'将来

が見られるのである｡
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根
本
的
に
み
て
､ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
'歴
史
は
実
存
の
歴
史
で
あ

っ
て
'
実
存
的
意
義
の
な
い
文
化
も
文
明
も
国
家
も
歴
史
的
価

値
を
も
ち
得
な
い
｡
し
か
ら
ば
か
か
る
史
観
か
ら
は
'

｢
マ
ッ
ク
ス
･
ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
'世
界
史
は
'悪
魔
が
破
壊
さ
れ
た
諸
価
値
を
以

っ

て
舗
装
す
る
と
こ
ろ
の
街
路
の
如
き
で
あ
る
'
と
い
-
像
を
以

っ
て
｣
(U
･

Z･332)混
乱
か
ら
混
乱

へ
と
進
む
と
こ
ろ
の
世
界
史
の
出
来

事
を
ど
-
見
る
べ
き
だ
ろ
-
か
｡
善
者
必
ず
し
も
栄
え
ず
'
文
化
民
族
が
野
蛮
人
に
征
服
さ
れ
る
が
如
き
､
世
の
治
乱
興
亡
は
事
実
と
し

て
の
歴
史
と
し
て
'
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
｡
何
故
な
ら
'彼
の
包
括
者
思
想
は
現
存
在
乃
至
世
界
の
事
実
を
人
間
存
在
の

一

つ
の
様
式
に
お
け
る
事
実
と
し
て
認
め
る
か
ら
で
あ
る
｡
徒
ら
に
歴
史
を

一
定
の
立
場
か
ら
理
想
化
し
て
現
実
を
欺
隔
す
る
こ
と
を
避
け

る
｡
だ
か
ら
彼
は
勝
て
ば
官
軍
的
な
'

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
-
よ
-
な
､
世
界
史
は
最
後
の
審
判
で
あ
る
'
と
い
-
史
観
を
斥
け
る
｡

｢
ま
た

我
々
は
歴
史
を
神
化
し
て
は
な
ら
な
い
｡
我
々
は
､世
界
史
は
世
界
の
審
判
で
あ
る
､
と
い
-
無
神
的
な
言
葉
を
承
認
す
る
必
要
は
な

い
｣

の
で
あ
り
'

｢
世
界
史
は
決
し
て
最
後
の
法
廷
で
は
な
い
｣
の
で
あ
る

(
Einf･
104)｡
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー

ス
も
世
界
史
の
統

一
を

求

ゆ

る
｡
そ
れ
は
彼
の
理
性
か
ら
み
て
当
然
で
あ
る
｡
世
界
史
は
彼
に
あ

っ
て
は
包
括
者
の
諸
様
式
に
お
け
る
現
象
が
実
存
の
理
性
に
よ
っ
て

統

一
的
に
実
理
を
以

っ
て
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
､
そ
の
意
味
と
目
標
と
を
も
つ
｡
彼
は
か
か
る
統

一
を

｢
人
間
の
歴
史
性
｣
と

｢
多
様

に
歴
史
的
な
も
の
の
交
通
｣
と
に
お
い
て
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
､
か
か
る
統

一
は

｢
人
操
の
歴
史
の
統

こ

で
あ
る
と
す
る

(U
.

Z
.
305)
.

彼
は

｢
歴
史
の
統

1
J
に
つ
い
て
分
析
し
'

乱
統

1
を
指
示
す
る
諸
事
実

(
1
人
間
本
性
の
統

一
'
2
普
遍
者
'
3
進
歩
'
4
空
間
と

時
間
と
に
お
け
る
統

一
'
5
特
殊
な
諸
統

1
)
､
A
'意

味
と
目
標
と
に
よ
る
統

一
'

d
思
惟
す
る
全

体

観
と
し
て
の
統

一
'

を

挙

げ

(U
･Z
･
305ff
･)'
そ
し
て

｢
歴
史
の
統

一
は
人
類
の

一
致
せ
る
存
在
と
し
て
は
決
し
て
完
成
さ
れ
な
い
で
あ

ろ

-
｣

(U･
Z
･
326
)
と
吉

-
｡
即
ち
'
上
記

a
の
1
で
は

｢
人

間

と

は
素
質
の
全
体
で
あ
る
｣
と
い
-
表
象
に
よ

っ
て

｢
共
通
な
諸
可
能
性
の
強
い
発
展
の
異
れ

る
も
の
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
給
括
に
お
い
て
人
間
存
在
の
全
体
が
示
さ
れ
る
｣
と
す
る
統

一
の
事
実

(U
･Z
･
306)
に
対

し
.て

ほ

.
4
'
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｢
歴
史
に
お
い
て
は

一
回
的
な
諸
の
創
造
や
突
破
や
実
現
に
お
い
て
､
繰
り
返
さ
れ
得
ざ
る
又
代
理
不
可
能
な
も
の
が
明

白

に

な

る
｣

(U
･!?
･
309)L
t
｢
か
か
る
創
造
的
な
諸
の
歩
み
は
-
単
な
る
生
起
の
経
過
と
違

っ
た
他
の
源
泉
か
ら
の
啓
示
の
如
く
で
あ
る
｣
(U
.Z
.309

-

3
)0
)
と
し
て
'

a
の
1
の
統

一
を
彼
は
批
判
す
る
｡

a
の
2
は
人
類

の
統

一
を

人
類
に
と
っ
て
菅
遍
的
な
文
化
や
社
会
的
諸
形
式
に

よ

っ
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
'

｢
か
か
る
普
遍
的
な
も
の
は
正
に
'
人
類
の
本
来
的
統

1
を
構
成
し
得
な
い
｣
(U
･Z
･
3
)0)
と
彼
は

育
-
｡

そ
れ
は

｢
真
理
の
深
さ
を
見
る
と
｣

｢
人
は
特
殊
な
も
の
の
内
部
に
､
歴
史
的
に
偉
大
な
も
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
し
'
し
か
し

普
遍
的
な
も
の
に
お
い
て
は
-

一
般
者
'
非
歴
史
的
に
同

一
に
止
ま
る
も
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
-
｣
か
ら
で
あ
る

(edd
･)｡
こ
こ
に
普
遍

か
ら
み
て
特
殊
な
も
の
が

｢
本
来
的
歴
史
性
の
充
実
で
あ
り
得
る
｣
こ
と
'
従

っ
て

｢
人
類
の
統

一
は
か
か
る
歴
史
的
特
殊
な
も
の
の
相

互
の
関
係
性
に
お
い
て
は
じ
め
て
根
拠
を
も

っ
て
い
る
｣
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る

(U
･Z
･
3LL)
｡

こ
の
彼
の
考
か
ら
す
れ
ば
人
類
の
統

一

は

一
般
者
を
媒
介
し
つ
つ
､
文
化
や
社
会
形
式
の
独
自
性
を
も
つ
諸
の
個
人
乃
至
諸
の
社
会
の
実
存
的
交
通
の
創
造
的
共
同
態
と
い
-
こ

(1
)

と
に
な
る
で
あ
ろ
-
｡

a
の
3
進
歩
に
関
し
て
は
彼
は

｢
知
と
技
術
的
能
力
｣

(ebd･)
と
お
い
て
は
進
歩
を
認
め
る
が

｢
人
間
存
在
そ
の

.

コ
▲
ニ
カ
ツ
イ
オ

ン

も
の
'
人
間
の
エ
ー
ト
ス
'
人
間
の
善
良
さ
と
智
恵
と
は
何
等
進
歩
し
な
い
｣
(ebd.)
と
言
い
'
其
の

交

通

こ
そ
人
類
の
統

一
を

示
す
と
考
え
る
｡

a
の
4

｢
空
間
と
時
間
と
に
お
け
る
共
通
の
決
定
性
に
よ
る
統

1
J
(U
.Z
.
3)4)
即
ち
地
理
学
的
乃
至
交
通

V
erkehr

に
よ
る
'
又
時
代
に
よ
る
人
類
の
統

1
を
彼
は

｢
歴
史
の
統

1
に
は
的
中
し
な
い
｣
(U
.Z
.
3)
5)と
言
-
｡

a
の
5
特
殊
な
諸
統

一
と
し
て

｢
文
化
の
諸
統

〓

(

edd.)が存
す
る
が
'
諸
の
文
化
圏

･
民
族

･
世
界
宗
教

･
国
家
は
特
殊
的
で
あ
り
'
｢
か
か
る
統

一
は
普
遍
性
を
欠

く
｣

(eb
d
･)
と
彼
は
考
え
る
｡

J
j

意
味
と
日
額
と
に
よ
る
統

一
に
つ
い
て
｡
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
歴
史
的
事
実
が

｢
歴
史
の
統

1
を
構
成
す
る
た
め
に
は
十
分

で

は
な

い
｣
(U
･Z
･
3
)6
)
と
す
れ
ば

｢
統

1
は
事
実
で
は
な
く
て
目
標

Z
iet
で
あ
る
｣
(e
bd
･)
と
し
て
考
え
得
る
と
す
る
｡
そ
の
目
標
は
｢
そ
れ

に
向

っ
て
歴
史
が
生
起
す
る
意
味

S
in
n
｣
(
eb
d
.)
と
い
-
こ
と
と
な
る
し
､
こ
の
目
標
は

｢
課
題
｣
(eb
d
.)
と
し
て
考
え
ら
れ
る
｡
彼
は

;
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｢
意
味
は
歴
史
の
目
榛
と
し
て
言
表
さ
れ
る
｣
(U
･Z
･
3
)7)
と
し
て
'
1

｢
日
額
と
し
て
文
明

Z
iv
ili
zation
と
人
間
の
教
養

H
u
m
a･

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

n
isieru
ng
と
が
妥
当
す
る
｣
(
ebd.)'
2
｢
目
標
と
し
て
自
由
と
自
由
の
意
識
と
が
妥
当
す
る
｣

(ebd.)'
3

｢
目
標
は
高
人
d
e
r
hohe

ガ
イ
ス

ト

M
ensch
及
び
精

神

の

創
造
と
し
て
妥
当
す
る
'
共
同
体
的
諸
状
態
に
お
け
る
文
化
の
生
産
と
し
て
妥
当
す
る
､
天
才
が
妥

当
す

る
｣

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(
ebd.)､
4
｢
目
標
と
し
て
'
人
間
に
お
け
る
存
在
の
顕
現

d
a
s
O
ffenbarun
g
d
es
Seins
im
M
enschen
が
妥
当
す
る
'

そ
の
深

さ
に
お
け
る
存
在
の
覚
知
'
即
ち
神
性
の
顕
現
が
妥
当
す
る
｣
(U
.Z
.
3)8)t
と
言
-
｡
し
か
し

｢
目

標

そ
の
も
の
の
統

一
は
如
何

な

る
蕉
味
解
釈
に
お
い
て
も
到
達
さ
れ
な
い
｣
し

｢
あ
ら
ゆ
る
公
式
化
-
そ
し
て
そ
れ
が
最
高
の
も
の
に
的
中
し
よ
-
と
も
I
は

1
つ
の
目

標
た
る
に
過
ぎ
ず
'
こ
の
目
標
は
す
べ
て
を
包
括
す
る
も
の
で
は
な
い
｣
し
'

｢
従

っ
て
あ
ら
ゆ
る
考
え
ら
れ
た
目
標
は
歴
史
の
内
部
に

お
け
る
因
子
と
は
な
る
が
t
L
か
し
そ
れ
は
歴
史
を
総
括
す
る
G
b
ergreife
n
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
｣

と
し

(e
bd.)
'

キ
リ
ス
･L
教
的
歴
史
哲
学
も
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク
ス
や
コ
ソ
･L
の
歴
史
観
も
全
面
の
真
理
に
は
的
中
し
な
い
t
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
言
-
｡

(V
gt･U
･Z
･
3)9)｡
か
か
る
彼
の
考
え
か
ら
は
､
多
様
な
歴
史
の
意
味
の
中
で
'
そ
の
各
を
絶
対
化
せ
ず
'交
通
に
お
い
て

1
者
へ
と
我
々

が
飛
和
す
る
こ
と
以
外
に
'
意
味
の
統

一
は
存
し
な
い
と
い
-
こ
と
が
結
果
す
る
で
あ
ろ
-
｡

L;

思
惟
す
る
全
体
観
と
し
て
の
統

1
は

｢
歴
史
の
哲
学
的
考
察
｣
で
あ

っ
て

｢
そ
れ
に
よ

っ
て
人
操
が
結
合
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
よ
-

な
統

1
を
間
-
て
来
た
｣
の
で
あ
り

(U
.N
.
3)9)'
そ
の
1.
つ
と
し
て
の

｢
歴
史
に
お
け
る
神
の
歩
み
｣
が
西
欧
に
お
け
る
支
配
的
な
史

観
と
し
て
二
千
年
間
続
い
て
来
た
が
､
か
か
る
宗
教
的
史
観
は
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
t
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
言
-
(
V

g
t
･

U
･
Z･320)｡
こ

の
史
観
の
み
な
ら
ず

一
義
的
な
全
体
観
は
彼
に
お
い
て
は
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
れ
は
彼
が
歴
史
を

｢
包
括
者
の
無

限
性
｣
(
ebd.)

か
ら
見
る
か
ら
で
あ
り
'
全
体
は
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢
歴
史
は
全
体
と
し
て
眼
前
に
あ
り
'
始
源
と
終
末
と
を
も
つ
可
知
的
な

発
展
の
統

一
が
あ
る
｣

(e声
)
と
す
る
親
方
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
次
の
よ
-
な
も
の
で
あ
り
'
こ
の
箇
所
は
我
々
の
歴
史
的
考
察
に
と

っ
て
参
考
と
す
べ
き
熟
読
翫
味
す
べ
き
箇
所
で
あ
る
か
ら
'
長
文
な
が
ら
引
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

｢
歴
史
は
事
実
上
又
私
の
意
識
に
対
.
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À･,A.
141(1T

U ･･i
Re
ト

J､i
筆

....:.

.I

.

.

.7
∴
..:...
･･
.
-
･.
.
.
I/I..
..:.･;..∵

･7.-t

)

- ~･jJ Pt 7 :ゝfj.･ 一 乍 ゝ ニ:'･p -

へ` 12ヽト r

し
て
完
了
し
て
い
な
い
｡
私
は
将
来
に
対
し
て
開
い
た
態
度
を
と
る
｡
為
れ
は
待
つ
と
こ
ろ
の
､
真
理
を
探
求
す
る
と
こ
ろ
の
､そ
の
上
'

既
に
存
在
し
て
い
る
が
し
か
し
将
来
か
ら
は
じ
め
て
全
く
了
解
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
な
お
未
だ
知
ら
ざ
る
こ
と
の
､

一
つ
の
態

度
で
あ
る
｡
か
か
る
梶
本
態
度
に
お
い
て
は
過
去
さ
え
完
了
せ
る
も
の
で
は
な
い
｡
即
ち
過
去
は
な
お
生
き
て
お
り
､
過
去
の
諸
の
決
定
は

全
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
て
､却

っ
て
た
だ
相
対
的
に
究
塩
決
定
的
で
あ
り
､そ
れ
は
訂
正
可
能
で
あ
る
｡
存
在
し
た
と
こ
ろ
の
も
の

は
な
お
新
た
な
解
釈

D
eut仁ng
に
堪
え
得
る
も
の
で
あ
る
｡
決
定
さ
れ
た
も
の
と
見
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
新
た
な
間
と
な
る
｡存
在
し

た
と
こ
ろ
の
も
の
は
な
お
､
そ
れ
が
在
る
と
こ
ろ
の
も
の

〔本
来
性
乃
至
本
質
〕
を
証
示
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
は
死
せ
る
残
余
と
し
て
現
存

す
る
も
の
で
は
な
い
｡
過
去
的
な
も
の
の
中
に
は
'
客
観
的
に
そ
し
て
合
理
的
に
今
ま
で
硬
り
出
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
以
上
の
も
の
が
入

っ
て
い
る
｡
思
惟
す
る
人
は
自
ら
な
お
､
歴
史
で
あ
る
と
こ
ろ
の
発
展
の
中
に
立

っ
て
い
る
'
彼
は
終
末
に
あ
る
の
で
は
な
く
'
従

っ
て

彼
は
-
全
体
の
見
透
し
を
以

っ
て
世
界
の
山
の
上
に
立
つ
の
で
は
な
く
て
'
制
限
さ
れ
た
眼
ざ
L
を
以

っ
て
丘
陵
の
上
に
立
ち
な
が
ら

-

可
能
な
道
の
方
向
を
知
る
の
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
全
体
の
根
源
と
目
標
と
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
｡｣

(U
･Z
･
3
2

0-
321)｡
こ
の
考
え
方
乃
至
態
度
は
彼
の
史
観
を
取
線
的
に
規
定
し
て
い
る
包
括
者
思
想
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ

っ
て
､
彼
が
'
歴
史
に
向
う
我
々
の

｢
不
変
の
取
木
態
度
は
問
う
こ
と
で
あ
る
｣
(U
.
Z.32))と
言
い
'
歴
史
の
全
体
像
と
し
て
の

統

一
に
対
し
て

｢
知
ら
れ
た
真
理
の
究
塩
決
定
性
｣
(eb
d
.)
を
否
定
す
る
の
も
､
彼
の
歴
史
の
哲
学
的
考
察
が
理
性
の
公
明
性
に
よ
る
か

ら
で
あ
る
｡

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
か
く
の
如
く
歴
史
の
統

一
に
関
す
る
痩
々
な
る
見
方
に
お
け
る
絶
対
化
を
否
定
す
る
｡
何
故
な
ら
そ
れ
ら
は
皆
有
限
な

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
か
か
る
否
定
は
'
歴
史
の
統

一
的
理
解
の
そ
れ
ら
の
試
み
の
努
力
を
無
意
味
と
す
る
も
の
で
は
な
く

て
'
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
で
は
あ
り
つ
つ
も
'
真
理
を
指
示
す
る
記
号
と
し
て
は
其
で
あ
る
と
彼
は
言
う

(V
gt
･.U
･Z･322)
｡
こ
の

｢
開
い
た
態
度
｣
こ
そ
歴
史
の
考
察
に
必
須
で
あ
る
と
彼
は
考
え
る
｡
(V
gl
.eb
d
.).
瞳
々
な
る
統

1
の
理

念
を
関
係
に
お
い
て
公
明
に
考

一
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察
し
'

｢
歴
史
は
全
体
と
し
て

一
回
的
で
あ
る
｣
が
'
｢
全
体
の
秩
序
の
理
念
｣
を
も

っ
て
い
る

(U
.Z
.
323)
と
L
t

歴
史
に
は

｢単

に
偶
然
的
な
多
様
性
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
'
偶
然
的
な
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
特
質
は

一
つ
の
大
き
な
歴
史
的
板
木
特
質
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
｣
(U
･Z
･
323-
324)
と
し
て
､
彼
は

｢
統

1
の
解
釈
と
し
て
我
々
は
我
々
の
側
で
'
公
明
性
と
統

1
と
へ
の
諸
の
要
求
に
'
そ

し
て
又
経
験
的
実
在
性
に
'
今
日
塩
め
て
容
易
に
対
応
す
る
よ
-
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
世
界
史
の
図
式

e
in
W
e
-t
geschichtsschem
a

を
構
想
し
た
｣
(U
.Z
.324)
と
い
-
｡
そ
し
て
彼
は
又

｢
我
々
の
世
界
史
の
叙
述
は
'
歴
史
的
統

1
を
人
類
全
体
に
共
通
な
車
軸
時
代
に

ょ

っ
て
獲
得
す
る
こ
と
を
試
み
た
｣
(e
bd.)
と
言
-
｡
従

っ
て
車
軸
時
代
は
人
類
全
体
に
共
通
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
'

一
つ
の

信
仰
と
か
立
場
と
か
か
ら
の
も
の
で
も
な
く
'又
単
に
理
想
的
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
て
'
経
験
的
に
も
万
人
に
認
め
ら
れ
得
る
歴

史
的
事
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
も
あ
る
｡
車
軸
時
代
と
い
-

｢
こ
の
時
代
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る
先
行
せ
る
も
の
が
恰
も
準
備
の
如
く
現
わ

れ
得
る
の
で
あ
り
'
そ
し
て
そ
れ
へ
と
あ
ら
ゆ
る
後
続
す
る
も
の
が
事
実
的
に
又
し
ば
し
は
明
審
な
意
識
を
以

っ
て
ひ
る
が
え

っ
て
関
係

す
る
｡
人
間
存
在
の
世
界
史
は
こ
こ
か
ら
そ
の
構
造
を
も
つ
｡
そ
こ
か
ら
我
々
が
絶
対
性
と
唯

一
性
と
を
永
久
に
主
張
し
て
も
よ
い
よ
-

な
如
何
な
る
車
軸
も
存
在
し
な
い
｡
そ
-
で
は
な
く
て
今
ま
で
の
短
か
い
世
界
史
の
車
軸
が
存
在
す
る
の
で
あ

っ
て
'
あ
ら
ゆ
る
人
間
の

意
識
に
お
い
て
そ
の
連
帯
的
に
東
認
さ
れ
た
歴
史
的
統

一
の
取
拠
を
意
味
し
得
る
よ
-
な
も
の
が
存
在
す
る
｡
｣

(ebd.)｡
か
か
る
車

軸

時
代
を
中
心
と
し
て
彼
は
世
界
史
の
図
式
を
構
想
す
る
が
'
そ
の
車
軸
も
図
式
も
開
い
た
も
の
で
あ
る
｡
我
々
は
次
に
車
軸
時
代
の
意
味

･
そ
れ
が
世
界
史
の
中
心
と
な
る
意
味
を
考
察
し
ょ
-
0

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
世
界
史
の
図
式
を
措
き
'
歴
史
を
四
度
階
に
分
つ
｡
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡
第

一
段
階
-
先
史
時
代

(
言
語
の
発

生
'
道
具
の
発
明
'
火
の
使
用
)
'
第
二
度
階
--
古
代
高
度
文
化
の
時
代

(
紀
元
前
五
〇
〇
〇
-
三

〇
〇
〇
年
､
エ
'.

h

プ
＼

メ
ソ
ポ
タ

ミ
ヤ
'
イ
ン
ダ
ス
河
流
域
'
少
し
後
に
黄
河
流
域
)
､
第
三
段
階
=
車
軸
時
代

(
紀
元
前
<

〇
〇
年
-
二
〇
〇
年
の
間
'
人
操
を
し
て
今

日
あ
ら
し
め
て
い
る
精
神
的
基
礎
が
築
か
れ
た
時
代
｡
支
那
'
印
度
'

ペ

ル
シ
ャ'パ
レ
ス
チ
ナ
'
ギ
リ
シ
ャ
)
､
第
四
度
階
-
科
学
的
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技
術
的
時
代

(
中
世
末
期
後
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
基
礎
が
築
か
れ
､
十
七
世
紀
に
お
い
て
精
神
的
に
組
織
さ
れ
､
十
八
世
紀
末
以
来
広

く
発
展
し
､
こ
の
数
十
年
以
来
急
速
な
進
歩
を
遂
艶

)
)

.

彼
は
言
-
｡

｢
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸

ら
ゆ
る
歴
史
は
キ
-
子

へ
と
向
い
,
ま
た

･

キ
リ
ス
･L
か
ら
出
て
い
る
'神
の
子
の
出
現
は
世
界
史
の
車
軸
で
あ
る
ク

と
言

っ
て
い
る
｣
(
Einf･
95･,
U
･Z･
)9)
と
｡
し
か
し
ヤ
ス
パ
ー

ス

は
そ
れ
に
対
し
て
次
の
如
く
言
-
｡

｢
キ
-
ス
･L
教
信
仰
は
し
か
し

1
箇
の
信
仰
で
あ

っ
て
､人
類
の
信
仰
で
は
な
い
｡
そ
の
欠
陥
は
'
か

か
る
普
遍
史
の
考
え
は
た
だ
信
仰
深
い
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
と

っ
て
の
み
妥
当
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
､
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｣
(U
.
N.-也)

と
｡
そ
し
て
彼
の
世
界
史
の
車
軸
と
は
次
の
如
き
意
味
の
も
の
で
あ
る
｡

｢
世
界
史
の
車
軸
と
い
-
よ
-
な
も
の
が
も
し
あ
る
と
す
る
な

ら
は
'そ
れ
は
た
だ
世
俗
的
な
歴
史
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
｡
か
か
る
も
の
と
し
て
'
キ
-
ス
ト
教
徒
の
み
で
な
く
万
人
に
と
っ
て
あ
て

は
ま
る
事
実
と
し
て
経
験
的
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
だ
ろ
-
｡
そ
れ
は
規
準
と
な
る

一
定
の
信
仰
内
容
を
離
れ
て
'西
洋
に
と
っ
JL

て
も
'万
人
に
と
っ
て
も
納
得
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
ほ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
-
｡
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
と
っ
て
歴
史
的
な
自
己
理
解

の
共
通
の
枠
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
-
｡
｣
(
Einf･95･V
g
l･

U
･Z･
)9)
｡
こ
の
考
え
は
彼
の
包
括
者
思
想
に
基
づ
く
こ
と
は
明
.7ら

か

で
あ

る
｡
即
ち

｢
1
定
の
信
仰
内
容
を
離
れ
て
｣
万
人
に
納
得
さ
れ
る
よ
-
に
歴
史
を
見
る
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
は
'
公
明
に
'

1
定
の
固
定

し
た
立
場
か
ら
で
な
し
に
'

一
つ
の
民
族
或
は
地
方
の
歩
み
か
ら
の
み
で
は
な
し
に
'
あ
ら
ゆ
る
立
場
'
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
歩
み
を
相
互

関
係
的

･
交
通
的
に
見
て
'

一
者
た
る
包
括
者
か
ら
そ
れ
を
読
み
と
る
べ
き
だ
t
と
い
-
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
さ
て
こ
の
世
界
史
の
車
軸
は
紀
元
前
八
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
年
の
間
に
発
生
し
た
精
神

的

過

程
の
中
に
存
す
る
よ
-

に
思

わ

れ

る
｣
と
彼
は
言
い

｢
我
々
と
共
に
今
日
に
至
る
ま
で
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
間
が
現
わ
れ
た
｣
と
言
い
'
こ
の
時
代
に
は
支
那
に
は
孔

子
や
老
子
ら
が
'
印
度
で
は
釈
迦
が
生
ま
れ
'
イ
ラ
ン
で
ほ
ツ
ァ
ラ
･L
ゥ
ス
･L
ラ
が
善
と
恵
と
の
闘
争
的
な
世
界
像
を
数
え
'
パ
レ
ス
チ

ナ
で
は
エ
リ
ー
了
か
ら
イ
ザ
ヤ
と
エ
レ
ミ
ア
を
経
て
第
二
の
イ
ザ
ヤ
に
至
る
ま
で
の
予
言
者
た
ち
が
'
ギ
リ
シ
ャ
で
は
ホ
メ
ー

ロ
ス
や
哲

学
者
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
'
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
'
プ
ラ
ト
ン
'
悲
劇
作
家
達
､
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
'
ア
ル
キ
メ
デ
ス
が
現
わ
れ

た
t

と
言

う

IL-

一一過声恵藻 し点,hl"･ピJ.1/ 棄-.け ∫
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(E
inL･
95-
96･,U
･Z･2
0
)
｡
こ
の
僅
か
数
世
紀
の
間
に
支
那
'
印
度
'
西
欧
に
お
い
て
殆
ん
ど
同
時
に
あ
ら
わ
れ
た
事
柄
は
人
類
の
精
神

的
覚
醒
と
し
て
驚
く
べ
き
現
象
で
あ
る
｡
ヤ
ス
パ
ー
ス
は

｢
こ
の
時
代
の
新
し
い
こ
と
は
'
人
間
が
存
在
全
体
を
'
自
己
自
身
と
自
己
の

限
界
と
を
'
意
識
す
る
よ
-
に
な

っ
た
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｣
と
L
t

｢
人
間
は
世
界
の
怖
る
べ
き
こ
と
と
'自
己
の
無
力
さ
と
を
知
り
､

徹
底
的
に
疑
い
'
深
掛
に
臨
ん
で
解
放
と
救
済
と
を
渇
望
す
る
よ
-
に
な

っ
た
｣
と
言
い
'

｢
人
間
は
意
識
的
に
自
己
の
限
界
を
捉
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
最
高
の
目
標
を
設
定
す
る
よ
-
に
な
っ
た
｣
と
L
t

｢
人
間
は
自
己
存
在
の
深
み
と
超
越
者
の
明
断
さ
と
に
お
い
て
無
制

約
的
な
も
の
を
経
験
す
る
よ
-
に
な
っ
た
｣
と
言
-

(E
in
f･
96･
V
g
l･U
･Z
･2
0
)
｡

そ
し
て

｢
今
ま
で
我
々
の
思
惟
が
拠

っ
て
き

て

い

る
と
こ
ろ
の
基
礎
的
範
噂
は
こ
の
時
代
に
出
来
た
｡
ま
た
世
界
宗
教
が
生
ま
れ
て
'
人
間
は
そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
生

き

て

い
る
｣

(Einf･96･,U
･Z
･2
0
-

2
)
)

.
又
こ
の
時
代
に
は
じ
め
て
哲
学
者
が
現
わ
れ
'
歴
史
を
意
識
し
た
｡
こ
の
時
代
の
精
神
的
覚
醒
は
､

｢本
来

的
人
間
｣
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
'

｢
心
情
と
信
仰
内
容
と
に
お
い
て
は
非
常
に
意
味
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
人
間
が

存
在
の
全
体
に
お
い
て
自
ら
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
人
間
が
自
ら
を
超
え
た
も
の
を
把
撞
す
る
こ
と
及
び
人
間
が
常
に
単
独
者
と

し
て
歩
ま
ね
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
道
を
人
間
が
歩
む
こ
と
は
共
通
で
あ
る
｣
L
t

｢
後
に
理
性
及
び
人
格
性
と
呼
ば
れ
た
も

の

の
顕
現

が
車
軸
時
代
に
生
じ
た
の
で
あ
る
｣
と
言
わ
れ
る

(U
.Z
.2
2
)

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
る
如
く
'
入
寮
の
実
存
的
飛
鹿
だ

っ
た
の
で
あ

る
｡
か
か
る
覚
醒
を
な
し
た
単
独
者
は
人
規
全
体
の
数
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
少
数
な
｢
人
間
的
諸
可
能
性
の
頂
上
｣
(U
.Z
.2
2
)

で
は
あ
っ

た
が
~
｢
し
か
し
単
独
者
と
な
る
も
の
は
間
接
的
に
す
べ
て
の
人
間
を
変
化
さ
せ
る
'人
規
全
体
が
飛
度
す
る
｣
(U
･Z
･2
2
-

2
3
)

｡
こ
こ
に

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
車
軸
時
代
を
中
心
と
し
て
世
界
史
の
図
式
を
考
案
す
る
根
拠
が
あ
る
｡彼
は
本
来
の
歴
史
を
'実
存
す
る
人
間
の
覚
醒

･
飛

(3
)

(5
)

苧

実
習

現
象
で
あ
る
,
と
考
え
る
｡
こ
の
本
来
の
歴
史
観
か
ら
,
彼
の
現
代
観
も
将
来
虻

史
の
超
克
も
,
霊

的
に
規

苦

れ

る
｡
本
稿
は
こ
れ
以
上
の
余
白
を
も
た
な
い
の
で
'
彼
の
､
過
去

･
現
代

･
将
来
に
わ
た
る
世
界
史
的
考
察
全
体
の
分
析

･
綜
合

･
批
判

を
今
な
す
こ
と
は
差
控
え
る
が
'
私
は
以
上
に
よ
っ
て
彼
の
史
観
の
中
心
部
に
い
さ
さ
か
摸
近
し
得
た
よ
-
に
息
-
0

?
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)
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
普
遍
史
の
統

1
は

1
着
に
向

っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
説
き
､

｢
一
着
は
む
し
ろ
'
根
源
で
あ
る
と
同
時
に
目
標
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無

限
に
遠
い
関
係
点

B
ezugsp
u
n
k
t
で
あ
る
｡
そ
れ
は
超
越
者
と
い
う

1
着
で
あ
る
｡
｣

で
･
Z
･
327)
と
言
い
､

｢そ
の
も
の
と
し
て
]
者
は
言

わ
ば
と
ら
え
ら
れ
得
な
い
､
歴
史
的
信
仰
の
排
他
的
所
有
と
な
-
得
な
い
｣

(ebd
.)
と
言
い
､
普
遍
史
は
公
明
に
諸
の
統

1
を
探
求
す
べ
き
で
あ

る
と
し
､

｢か
く
し
て
最
深
の
統

一
は
見
え
ざ
る
簡
城
へ
と
高
ま
り
､
相
互
に
出
あ
い
そ
し
て
相
互
に
属
し
合
う
と
こ
ろ
の
精
神
的
な
人
々
の
国

へ

と
高
ま
り
'
魂
の

一
致
に
お
け
る
存
在
の
崩
わ
き

O
ffenbarkeit
の
隠
れ
た
国
へ
と
高
ま
る
｣

(ebd
.)
と
言
う
｡
彼
に
お
い
て
は
世
界
史
の
諸

の
統

1
の
表
象
は

｢象
徴
｣
た
る
に
止
ま
-
'

｢統

1
は
目
顔
と
し
て
無
限
の
課
題
で
あ
る
｣

(U
.
Z

.326
)0

(2
)
V
gl

.U.Z
.

43ff･
(S
ch
erna
der
W
eltgesch
ich
te).E
in
f.
9
2
ff.

(S
ch
em
a
d
er
W
ettgesch
ic
hte)

(m
)
ヤ

スパ
ー
ス
の
現
代
観
は

｢歴
史
の
相
原
と
目
標
と
に
つ
い
て
｣

1
〇
九
頁
以
下
及
び

｢現
代
の
稽
神
的
状
況
｣
に
お
い
て
見
ら
れ
得
る
｡

(4
)
彼
の
歴
史
の
将
来
の
開
港
に
つ
い
て
は

｢
歴
史
の
税
額
と
目
標
と
に
つ
い
て
｣

1
八
〇
頁
以
下
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(5
)
｢歴
史
の
超
克
｣
に
つ
い
て
は

｢歴
史
の
伊
原
と
目
標
と
に
つ
い
て
｣
三
三
五
頁
以
下
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
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