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序一
ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判

〔一〕

史
的
背
景
の
吟
味

〔二〕

哲
学
批
判

〔三〕

神
観
批
判（
以
上
第
４
２
号
）

二
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場（
以
下
本
号
）

〔一〕

存
在
論

〔二〕

我
―

汝
観

結
語二

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場

哲
学
は
常
に
根
源
的
な
も
の
へ
の
徹
底
し
た
思
惟
で
あ
り
、
否
定
を
通
し
た
思
惟

の
根
拠
の
新
た
な
確
定
と
提
言
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
一
九
二
七
年
そ
の
第
一
部
と

し
て
公
刊
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
は
、
世
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

カ
ン
ト
以
来
の
哲
学
に
お
け
る
存
在
論
の
吟
味
に
根
本
的
な
反
省
を
迫
る
も
の
で
あ

り
、
新
た
な
地
平
を
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
本
書
に
つ
い
て
「
存
在
の
意
味

へ
の
問
（die

Frage
nach

dem
Sinn

des
Seins

）
が
、
哲
学
史
上
初
め
て
問�

と�

し�

て�

明
確

に
提
起
さ
れ
、
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
１
）

」
と
自
負
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
彼
は
プ

ラ
ト
ン
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
に
お
け
る
エ
レ
ア
か
ら
来
た
客
人
を
通
し
て
提
出
さ
れ

た
〈
あ
る＝

存
在
〉
が
以
前
に
は
分
っ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
に
、
今
は
全

く
行
き
詰
っ
て
困
惑
し
て
い
る

（
２
）

、
と
い
う
の
を
現
実
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て
、
根

源
的
な
問
い
直
し
と
吟
味
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
存
在
〉
の
意
味
を
原
初
的

に
問
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
を
流
れ
て
き
た
哲
学
的
知
識
は
無

用
で
あ
る
。
問
わ
れ
た
根
源
に
立
ち
帰
り
、
純
粋
且
直
接
に
問
う
こ
と
に
よ
り
、〈
存

在
〉
そ
の
も
の
を
、
最
も
広
く
、
最
も
深
く
そ
し
て
最
も
根
源
的
に
問
う
こ
と
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
な
ぜ
〈
存
在
〉
が
あ
り
、〈
無
〉
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
を
問
う
こ
と
に
よ
り
、
上
の
三
条
件
の
充
足
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら

（
３
）
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
問
の
提
起
は
現
代
哲
学
の
在
り
方
と
課
題
性
に
抜
本
的
に
反
省
を
求
め

る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
の
問
い
直
し
は
、
本
稿
が
課
題
と
す
る
ブ
ー

バ
ー
と
の
比
較
で
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
観
は
既
に
み
た
よ
う
に
、
徹
底
し
た
哲
学
的
人
間
学
の
立

場
よ
り
の
否
定
的
見
解
の
表
明
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
直
接
的

な
反
批
判
的
な
見
解
の
陳
述
は
な
い
。
ま
た
ブ
ー
バ
ー
の
『
人
間
の
問
題
』
の
第
二

部
第
二
章
で
展
開
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
あ
っ
て
は
批
判
が
先
行
し
、
批
判
と

な
る
彼
の
哲
学
的
な
人
間
観
が
対
論
の
根
拠
と
し
て
十
分
に
は
表
明
さ
れ
て
は
い
な

い
。従

っ
て
こ
こ
で
は
こ
れ
を
踏
え
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
の
明
示
と
、
こ
れ
を

批
判
す
る
ブ
ー
バ
ー
の
思
惟
の
根
拠
と
し
て
の
人
間
学
を
表
出
す
る
哲
学
の
解
明
が

１０４
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〔一〕 行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
と
共
に
、
ブ
ー
バ
ー
の
人
間

観
の
基
底
に
あ
る
〈
我
―
汝
〉
の
観
方
に
対
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を

示
し
て
い
る
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
ブ
ー
バ
ー

の
存
在
論
が
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
（H

ajatologia

）
と
も
呼
ば
れ
る
へ
ブ
ル
聖
書
「
出

エ
ジ
プ
ト
記
」
第
三
章
第
一
四
節
に
基
づ
く
、
我
―
汝
を
基
準
と
し
た
へ
ブ
ル
的
存

在
論
に
対
す
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
そ
の
根
拠
を
措

定
す
る
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
論
（O

ntologia

）
に
基
づ
く
存
在
論
の
性
格
の
表
出
で
あ

る
。
第
二
は
『
人
間
の
問
題
』
の
先
に
述
べ
た
箇
所
で
、
ブ
ー
バ
ー
が
批
判
的
に
述

べ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
旨
を
で
き
る
限
り
彼
の
立
場
に
立
っ
て
、
先
入
観
な
く
提
出

す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
こ
れ
を
批
判
的
に
み
た
ブ
ー
バ
ー
の
見
地
の
検

討
で
あ
る
。
是
非
は
各
自
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
も
言

及
は
必
要
で
あ
る
。

�

本
稿
の
序
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
論
の
捉
え
直
し
を
求

め
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
独
自
の
存
在
論
の
地

平
を
全
く
新
ら
し
く
開
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
確
か
に
ギ
リ
シ
ャ
に
渕
源
す
る
形

而
上
学
は
、
そ
の
成
立
以
来
、
そ
の
思
惟
の
中
核
と
な
る
〈
存
在
〉
を
、
生
成
し
て

い
く
世
界
に
対
し
て
、
固
定
的
、
恒
常
的
に
持
続
し
て
い
く
も
の
と
し
て
当
然
視
し
、

そ
の
上
に
形
而
上
学
的
存
在
論
を
様
々
に
構
築
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、on,

einai

を
基
準
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
自
明
と
す
る
と
も
、
こ
の
概
念
自
体
に
つ
い
て
十
分

に
問
わ
れ
ず
に
来
た
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
『
存
在
と
時

間
』
の
序
言
で
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
の
エ
レ
ア
か
ら
来
た
客
人
の
存
在
へ
の
問
を
原
語

で
引
用
し
、
存
在
の
意
味
に
対
す
る
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
ギ
リ
シ
ャ
以
後
の
形
而
上
学
に
お
け
る
存
在
論
に
よ
り
、
現
代
的
に
問
を
立
て

認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
問
を
、
プ
ラ
ト
ン
が
提
示
し
た
哲
学
の
始
元
に
同

時
性
的
に
立
ち
還
り
、
こ
れ
を
現
代
の
〈
事
〉
と
し
て
問
う
こ
と
、
否
問
い
直
す
こ

と
で
あ
る
。
哲
学
の
課
題
と
し
て
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
は
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
以
来
のO

ntologia

と
し
て
の
形
而
上
学
の
課
題
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
は
歴
史
的
に
は
そ
の
態
を
な
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
哲
学
は
そ
の
歴
史
の
中
で
問
う
べ
き
〈
存
在
〉
自
体
を
忘
れ
去
り
、
煩
瑣
な
論
理

の
定
立
の
み
に
堕
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
則
ち
現
代
の
哲
学
は
〈
存
在
の
忘
却
〉

に
陥
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
哲
学
が
形
而
上
学
と
し
て
の
責
務
を
果
す
た
め
に
は
、
そ
の
根
源

的
課
題
と
し
て
〈
存
在
〉
の
意
味
を
、
全
く
新
し
く
問
い
直
す
以
外
に
な
い
こ
と
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
に
お
け
る
エ
レ
ア
か
ら
の
客

人
の
存
在
に
対
す
る
困
惑
を
現
代
の
哲
学
の
事
と
し
て
課
題
と
す
る
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
則
ち
そ
こ
で
と
ら
れ
る
方
法
は
現
代
哲
学
に
継
承
さ
れ
て
き
た
と
さ

れ
る
歴
史
的
な
存
在
論
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、古
典
ギ
リ
シ
ャ
時
代
と
同
じ
く
、

把
握
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
現
在
の
事
実
か
ら
、
存
在
を

問
い
、
そ
の
意
味
を
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
現
存
在
を
通
し
て
存
在
者
の

存
在
を
問
う
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
の
問
い
直
し
は
、
原
型
的
に
は
ギ
リ

シ
ャ
哲
学
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
究
明
が
〈
存
在
者
〉
に
と
ど
ま
っ
た
そ
の
哲
学
的
思

惟
を
超
越
し
、
新
た
な
地
平
を
拓
く
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
彼
の
存
在
理
解
の
こ

の
よ
う
な
方
法
に
対
し
て
は
、
一
部
に
批
判
的
見
解
も
あ
る
が
、
存
在
忘
却
を
回
復

す
る
た
め
に
、
哲
学
の
基
本
に
還
帰
し
て
の
考
察
と
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
を
把
握
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
基
礎
的
視
点
が
前
提
と
し
て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
問
わ
れ
た
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
〈
存
在
〉
そ
の

も
の
の
、
全
く
新
し
い
問
い
直
し
で
あ
る
。
近
現
代
の
哲
学
の
形
而
上
学
の
批
判
的

超
越
に
お
い
て
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
と

１０３ブーバーとハイデガー（Ⅱ）
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言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
自
負
か
、
本
書
に
は
そ
の
時
代
の
ま
た
同
時
代
の
哲

学
者
の
存
在
論
に
対
す
る
批
判
的
論
評
は
な
い
。
参
看
さ
れ
、
註
記
さ
れ
る
と
も
、

フ
ッ
サ
ー
ル
等
若
干
を
除
い
て
、
彼
の
基
本
的
な
存
在
論
の
構
想
に
投
影
し
て
い
る

も
の
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
の
根
源

へ
還
り
、
そ
こ
か
ら
の
発
想
で
あ
る
一
九
五
三
年
刊
の
『
形
而
上
学
入
門
（E

inführung

in
die

M
etaphysik

）』
の
中
に
い
み
じ
く
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
思
惟
の
二
つ
の
源
泉
へ

の
言
及
で
あ
る
。
こ
れ
は
序
文
に
も
あ
る
よ
う
に
五
三
年
に
周
到
な
準
備
の
下
に
、

従
っ
て
『
存
在
と
時
間
』
の
思
惟
の
根
拠
に
あ
る
も
の
を
明
確
に
表
明
し
た
も
の
と

見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
彼
が
そ
こ
で
明
確
に
問
う
て
い
る
の
は
〈
存
在
〉
と

〈
無
〉
で
あ
る
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
は
〈
超
越
論
的

地
平
（ein

transcendentare
H

orizont

）〉
と
言
い
、
そ
れ
が
単
に
決
し
て
主
観
的
意
識
で

規
定
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
現
―
存
在
の
実
存
的
―
脱
自
的
時
間
性（die

existenziale -

exstatische
Z

eitlichkeitdes
D

a -seins

）
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
現
代
の
哲
学
が
陥
入
っ
て
い
る
〈
存
在
忘
却
（Seinsvergessen-

heit

）〉
の
状
況
が
解
き
拓
か
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
存
在
を
根

本
的
に
問
う
の
が
、
形
而
上
学
の
課
題
で
あ
る

（
４
）
と
す
る
の
が
彼
の
〈
存
在
〉
へ
の
基

本
的
構
え
で
あ
る
。
そ
の
問
は
現
存
在
を
通
し
て
存
在
者
の
存
在
を
定
立
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
設
問
に
還
帰
し
つ
つ
、
こ

れ
を
超
越
す
る
に
あ
っ
た
。
と
言
う
の
は
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
み
ら
れ
る

存
在
論
は
存
在
者
の
存
在
者
で
あ
る
こ
と
の
考
察
に
と
ど
ま
っ
た
の
を
超
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
彼
の
存
在
論
の
立
脚
点
が
明
白
と
な
る
が
、
そ
れ
は

二
つ
の
点
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
序
で
も
ふ
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
行
論
上
ふ
れ
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
引
用
し
た
の
は
『
杣
道
（H

olzw
ege, １９５０

）』
か

ら
で
あ
っ
た

（
５
）
。そ
の
中
の
一
点
は
哲
学
の
本
来
の
課
題
で
あ
る
。即
ち
古
典
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
の
大
成
者
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
第
一
哲
学
に
お
け
る
存
在
者
の
考
察
に

お
け
る
二
様
の
課
題
で
あ
る
。
存
在
者
が
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
の
は

哲
学
の
基
本
的
課
題
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
課
題
は
こ
れ
に
基
づ
き
、
し
か
も
こ

れ
を
超
越
し
つ
つ
、
存
在
者
の
存
在
を
現
存
在
を
通
し
て
問
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
に
答
え
る
た
め
に
も
、『
存
在
と
時
間
』
に
即

し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
哲
学
者
と

し
て
の
存
在
理
由
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
存
在
者
と
し

て
の
人
間
の
存
在
者
性
を
解
明
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
対
応
す
る
最
高
の
存
在
者

（to
thîon

）
の
考
察
に
向
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
第
一
哲
学
は
人
間
の
存
在
論
で
あ
る
と
と
も
に
、奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
超
え
て
真
に
そ
の
奥
に
存
在
す
る
も
の
を
求
め
る
と
言
う
の
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
は
神
学
（T

heologie

）
で
あ
り
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
神
論
（T

heiologie

）

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
者
の
存
在
論
の

哲
学
は
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
そ
れ
自
体
を
存
在
論
的＝

神
学
的
（onto -theologisch

）

な
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
評
言
で
あ
る
。

と
言
う
の
は
彼
の
立
場
は
存
在
者
の
存
在
を
問
い
、
こ
れ
を
比
岸
の
立
場
で
解
明

す
る
の
が
哲
学
の
立
場
で
あ
り
、
彼
岸
へ
の
信
の
立
場
を
微
塵
だ
も
含
ま
な
い
形
而

上
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
が
何
を
知
り
、
ま
た
知
っ
た
と
す

る
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
か
徹
底
化
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
形
而
上
学
の
範
疇

に
入
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
頂
点
と
す

る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
存
在
者
に
と
ど
ま
っ
た
存
在
論
を
超
越
し
て
、
存
在
者
の

現
存
在
を
通
し
て
存
在
と
は
何
か
を
吟
味
す
る
限
り
、
絶
対
者
で
あ
る
神
の
存
在
を

問
う
こ
と
、
そ
れ
は
存
在
者
の
存
在
の
知
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は

な
い
。
よ
っ
て
彼
が
追
尋
し
た
存
在
論
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
史
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
を
源
泉
と
す
る
存
在
論＝

O
ntologie

と
ユ
ダ
ヤ＝

キ
リ
ス
ト
教
を
原
基
と
す
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る
存
在
論＝

H
ajatologie

を
配
視
し
つ
つ
、
こ
れ
を
超
越
し
て
、
全
く
新
し
い
存
在

論
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
第
二
の
問
題
と
し
て
彼
の
立
場
か
ら
キ

リ
ス
ト
教＝

神
学
が
ど
の
よ
う
に
み
ら
れ
措
定
さ
れ
て
い
る
か
が
、
み
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

�

そ
れ
は
哲
学
に
と
っ
て
、
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ＝

キ
リ
ス
ト
教

が
存
在
論
的
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。『
杣
道
』
で
こ
の
問
題
に

ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
一
九
四
二
〜
四
三
年
に
か
け
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の『
精
神
現
象
学
』

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』（
第
四
、
一
〇
巻
）
の
演
習
他
で
な
さ
れ
た
「
ヘ
ー

ゲ
ル
の
経
験
概
念
（H

egels
B

egriff
der

E
rfahrung

）」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

全
体
的
に
み
る
の
で
は
な
く
、
先
の
註
（
５
）
と
の
関
係
で
限
定
的
に
み
る
も
の
と

す
る
。
即
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
は

学
問
と
し
て
は
、
精
神
の
現
象
学
と
し
て
、
絶
対
精
神
の
弁
証
法
的
・
思
弁
的
受
難

に
お
け
る
ゴ
ル
ゴ
ダ
で
の
臨
在
（Parusia

）
で
あ
り
、
絶
対
者
の
神
学
で
あ
る
。
パ

ル
ー
シ
ア
が
生
ず
る
こ
の
日
に
絶
対
者
・
神
は
死
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
言

う
絶
対
者
で
あ
る
神
が
死
ぬ
（das

A
bsolute

stirbt,oder
G

ottisttot.
）
と
い
う
言
葉
は
、

神
は
存
在
し
な
い
な
ど
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
他
方
こ
の
神
学
に
対
す
る
〈
論
理

の
学
問
〉
は
そ
の
元
始
に
お
い
て
自
己
の
も
と
に
現
に
在
る
絶
対
者
の
、
そ
の
絶
対

的
概
念
と
し
て
の
自
知
（Sichw

issen

）
に
お
け
る
学
問
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
創

造
以
前
の
絶
対
者
の
絶
対
性
の
神
学
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
二
つ
の
神
学
は
と

ヴ

ェ

ル

ト

リ

ッ

ヒ

も
に
存
在
論
で
あ
り
、
現
世
的
・
世
界
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
こ
で
〈
世
界
〉

と
い
う
こ
と
が
、
基
体
性
の
基
調
を
具
え
て
い
る
存
在
者
全
体
を
意
味
す
る
限
り
世

界
の
世
界
性
を
思
惟
す
る
で
あ
ろ
う
。か
く
て
こ
の
意
味
で
受
け
と
ら
れ
た
世
界
は
、

そ
れ
の
存
在
者
を
、
絶
対
者
を
表
象
す
る
〈
表
象
〉
に
お
い
て
現
存
す
る
よ
う
に
規

定
す
る
（D

ie
so

verstandene
W

eltbestinm
tihr

Seiendes
dahin,daβ

präsent
ist

in
der

R
eprä-

sentation,die
das

A
bsolute

representiert.

）
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
な
ぜ
絶
対
知
の
学
問
が
世
界
の
世
界
的
神
学
で
あ

る
の
か
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
・
教
会
的
神
学
を
世

俗
的
な
も
の
に
す
る
か
ら
で
な
く
、
そ
れ
が
実
に
存
在
論
の
本
質
に
属
し
、
関
わ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
彼
の
存
在
論
の
哲
学
に
対
す
る
基
本
的
な
認

識
が
表
出
さ
れ
て
お
り
、『
存
在
と
時
間
』
の
体
系
的
思
惟
及
び
そ
れ
以
後
の
存
在

論
的
思
惟
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼
は
存
在
論
の
時
間

的
位
置
づ
け
と
〈
キ
リ
ス
ト
教
〉
神
学
が
そ
れ
故
に
形
而
上
学
で
あ
る
こ
と
を
次
の

よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
「
存
在
論
は
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
よ

り
も
古
い
（D

iese
ist

alter
als

jede
christliche

T
heologie.

）」
と
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト

教
神
学
は
ま
ず
ど
ん
な
形
で
あ
れ
現
実
に
存
在
し
た
と
い
う
事
実
が
な
け
れ
ば
、
そ

れ
の
世
俗
化
の
過
程
も
始
ま
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
絶
対
者
の
神
学

は
、
存
在
者
の
存
在
者
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
、
神
学
は
自
ら
の
存
在
論
的
・
神
学

的
本
質
を
表
立
た
せ
る
た
め
に
、ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
論
の
知
に
従
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
根
拠
に
至
る
ま
で
は
ギ
リ
シ
ャ
的
思
惟
に
従
う
こ
と
は
な
か
っ
た
、
し
か
し
キ

リ
ス
ト
教
神
学
が
こ
れ
を
知
り
、ま
た
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
知
っ
て
い
る
か
に
於
て
、

そ
れ
は
形
而
上
学
で
あ
り

（
６
）
、こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。か
く
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
哲
学
に
お
い
て
は
、
存
在
論
は
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
よ
り
も
古
く
、
こ

れ
を
基
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
存
在
論
の
哲
学
に
と
っ
て
そ
の
信
仰
を
前
提
と
し
た
神
学

に
ど
う
関
わ
る
の
か
は
当
然
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
直
接
に
答
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
存
在
論
の
性
格
が
明
確
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
同
時
に
本
論
の
一
方
の
側
の
立
場
を
対
等
に
明
確
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
第
一

章
に
お
い
て
は
ブ
ー
バ
ー
か
ら
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
批
判
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
側
か
ら
の
反
批
判
は
一
切
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
行
う
た
め
に

は
、
中
間
に
そ
れ
を
入
れ
て
論
ず
る
の
は
論
旨
を
乱
す
虞
れ
が
あ
る
の
で
第
二
章
と

１０１ブーバーとハイデガー（Ⅱ）
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し
て
、
彼
の
立
場
か
ら
の
構
え
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
前

章
で
は
必
ず
し
も
明
確
に
述
べ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判

も
、
よ
り
は
っ
き
り
と
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
の
根
拠
に
ふ
れ
つ
つ
、
存
在
論
的
に
述
べ
る

こ
と
に
す
る
。

さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
根
本
的
な
問
〈
存
在
と
は
何
か
〉

を
定
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
存
在
の
本
質
で
あ
る
〈
真
理
〉
を
展
開
す
る
使
命

（
７
）
を
自

ら
に
課
し
、
し
か
も
そ
れ
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
〈
無
〉
と
の
対
応
で
根
源
的

に
問
い
質
し
て
い
る
。
そ
の
問
と
は
「
な
ぜ
一
般
に
存
在
者
が
在
り
、
し
か
も
そ
れ

ど
こ
ろ
か
無
が
あ
る
の
で
な
い
の
か
（W

arum
ist

überhaubt
Seiendes

und
nicht

vielm
ehr

N
ichts?

）
（
８
）
」
で
あ
る
。
こ
の
問
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
包
括
的
で
広
い
問
で
あ
る
の
で

広
範
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
つ
き
つ
め
て
行
け
ば
、
最
も
深
く
、
終
に
最
も
根
源

的
な
問
と
し
て
、
存
在
の
〈
根＝

底
（zu-grund
）〉
に
向
っ
て
、
解
く
べ
く
お
か
れ

て
い
る
領
域
へ
、
究
極
的
か
つ
極
限
に
あ
る
も
の
を
求
め
て
つ
き
進
ん
で
行
く
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
問
を
徹
底
的
に
問
う
て
行
く
な
ら
ば
、
単
な
る
人
間
と
は
何

か
を
問
う
一
般
に
通
行
し
て
い
る
哲
学
的
人
間
学
の
問
う
存
在
論
を
超
え
て
、
全
体

と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
の
根
拠
を
問
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る

語
句
上
の
遊
び
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
の
〈
存
在
〉
と
〈
無
〉
を
存
在
者
の
問
題
と

し
て
徹
底
的
に
「
な
ぜ
、
な
ぜ
な
の
か
（W

arum
das

W
arum

）」
と
問
い
続
け
る
こ
と

を
通
し
て
、
存
在
者
そ
の
も
の
へ
の
問
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
な
ぜ
と
問
う
こ
と
を
全
体
と
し
て
の
存
在
者
そ
の
も
の
へ
の
問
と
す
る
こ
と

に
お
い
て
、
自
己
自
身
の
根
拠
へ
跳
出
し
（er-springen

）、
そ
れ
故
に
自
己
自
身
が

根
源
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
問
う
こ
と
が〈
存
在
〉と〈
無
〉

の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
に
根
源
的
な
問
い
で
あ
り
、
か
つ
最

も
広
く
、
最
も
深
い
問
い
で
も
あ
る
。
自
己
認
識
は
こ
の
問
を
徹
底
的
に
問
う
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
者
の
存
在
を
問
う
者
は
、
こ
の
問
を
第

一
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（
９
）

。
そ
し
て
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
対

す
る
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
本
来
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
に
よ
る
存
在
の
解
明
で
あ

る
。
そ
れ
は
当
然
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
的
存
在
論
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
。
彼
の
宗
教
に

対
す
る
見
解
に
お
い
て
明
白
で
あ
る
。

「
な
ぜ
一
般
に
存
在
者
が
在
り
、
し
か
も
そ
れ
ど
こ
ろ
か
無
が
あ
る
の
で
は
な
い

の
か
」
を
〈
存
在
〉
と
〈
時
間
〉
の
か
か
わ
り
の
中
で
徹
底
的
に
問
う
こ
と
を
自
己

自
身
の
課
題
と
す
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、〈
学
問
（W

issenschaft=
science

）〉

の
究
極
の
〈
事
〉
と
措
定
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
お
い
て
〈
哲
学
〉
の
学
問
と
し
て

の
位
置
づ
け
は
決
定
的
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
に
淵
源
す
る
〈
哲

学
〉
と
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
一
翼
を
担
っ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ

ス
ト
教
に
代
表
さ
れ
る
〈
宗
教
〉
へ
の
態
度
も
措
定
さ
れ
る
。
本
論
の
課
題
は
、
第

一
章
で
み
た
よ
う
に
、
ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
対
す
る
後
者
の
立
場
の
定

立
と
反
批
判
の
弁
明
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
事
者
を
越
え
た
第
三
者
か
ら
の
評
価

の
た
め
の
作
業
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
点
は
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
右
に
み
た
よ
う
な
自
己
の
観
点
か
ら
〈
宗
教
〉
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
看
、
位
置
づ
け
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
神
学
者
に
よ
り
キ
リ
ス
ト

教
の
正
典
で
あ
る
『
聖
書
』
が
神
の
啓
示
（O

ffenbarung

）
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
と

規
定
し
、
こ
れ
を
聖
書
の
教
え
と
し
て
無
条
件
に
信
じ
て
い
る
信
者
に
は
、
哲
学
が

最
も
根
源
的
な
問
い
と
し
て
提
示
す
る
か
の
「
な
ぜ
一
般
に
存
在
者
が
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
ど
こ
ろ
か
無
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
」
を
問
と
し
て
、
如
何
な
る
形
で
提

示
し
て
、
答
え
を
求
め
て
も
、
一
人
々
々
の
新
た
な
思
索
に
お
い
て
の
返
答
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
彼
ら
に
は
問
わ
れ
る
以
前
に
、
既
に
答
と
な
る
言
葉
は
所
有
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
前
提
は
そ
の
信
仰
に
お
い
て
、『
聖
書
』
の
言
葉
は
神
の
〔
絶
対
的

な
〕
啓
示
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
、
と
い
う
無
条
件
的
（＝

ド
グ
マ
的
）
認
識
に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
問
わ
れ
る
存
在
者
は
、
神
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
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全
て
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
被
造
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
神
は
被
造
物
全

て
に
と
っ
て
、
創
造
さ
れ
ざ
る
創
造
者
〔＝

造
物
主
〕
と
し
て
〈
在
る
（ist

）〉
の

で
あ
る
。
か
か
る
信
仰
を
自
己
の
存
在
の
地
盤
に
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
先
の

哲
学
的
な
問
に
対
し
て
、
あ
る
程
度
は
〔
存
在
論
的
〕
に
自
分
の
事
と
し
て
問
い
、

そ
れ
に
な
に
が
し
か
の
解
を
与
え
、
そ
の
責
を
果
す
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
彼
は
、
自
己
自
身
か
ら
発
し
、
存
在
者
の
存
在
へ
の
〈
存
在
〉
と
〈
無
〉
を
通
し

て
の
問
に
は
答
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
信
仰
を
棄
て
る
こ
と
が
如
何
な
る
こ

と
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
の
信
仰
を
棄
て
る
即
ち
信
仰
者
と
し
て
の
自
己
自
身
を
断
念

す
る
の
で
な
い
限
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
提
出
し
た
問
を
、
本
来
的
に
問
う
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
信
仰
者
が
敢
て
こ
の
問
に
答
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
か
か
る
信

仰
は
不
信
仰
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
信
仰
は
い
つ
も
こ
の
よ
う
な
危
険
に
曝
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
危
険
を
自
己
の
事
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
、
そ
れ
は
信
仰
で
は
な
い
し
、
一
種
の
暢
気
さ
（B

equem
lichkeit

）
で
あ
り
、
何

ら
か
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
そ
の
信
仰
の
教
え
（L

ehre
）
に
し
が
み
つ
こ
う
と
自

分
で
勝
手
に
思
い
こ
ん
で
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
の
は
信
仰
で
も
〔
哲

学
的
に
〕
問
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
り
、
ど
っ
ち
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
か
か
る
人
で
も
、
信
仰
や
哲
学
に
関
心
を
も
つ
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う

（
１０
）

。
し
か
し

こ
れ
は
先
の
問
い
を
問
う
哲
学
の
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

確
か
に
宗
教
は
教
典
の
言
葉
に
お
い
て
そ
の
真
理
性
を
主
張
す
る
。
例
え
ば
『
創

世
記
』
第
一
章
第
一
節
の
「
元
始
に
神
は
天
地
を
創
っ
た
」
は
こ
れ
を
自
ら
の
教
典

と
し
て
そ
の
存
在
理
由
を
示
す
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
に
と
っ
て
は
真
理

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
前
提
を
と
ら
な
い
哲
学
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か

な
い
か
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
こ
の
よ
う
な
カ
ノ
ン
的
言
辞
は
、

存
在
者
の
存
在
を
〈
存
在
〉
と
〈
無
〉
の
探
究
を
通
し
て
定
位
し
よ
う
と
す
る
問
に

は
全
く
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
哲
学
の
中
で
問
の
中
の
問
と
し
て
最

も
真
剣
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
既
に
パ
ウ
ロ
が
云
っ
た
こ
と
（
コ
リ
前
１
一
・
１９

〜
２８
）
を
逆
説
的
に
言
う
な
ら
ば
、
信
仰
に
と
っ
て
は
〈
愚
か
な
こ
と
（eine

T
orheit

）〉

な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
に
こ
の
問
を
問
う
哲
学

の
存
在
理
由
の
地
平
が
開
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
信
仰
が
愚
か
と
す
る
こ
と
の
中
に
こ
そ
哲
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
キ

リ
ス
ト
教
に
は
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
、
問
う
こ
と

に
よ
っ
て
究
め
ら
れ
て
い
く
研
究
即
ち
〈
神
学
〉
と
い
う
〈
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
〉

な
る
も
の
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
た
か
も
木
製
の
鉄
（ein

hörz-

ernes
E

isen

）
と
言
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
凡
そ
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
哲
学
を

誤
解
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。〈
神
学
〉
な
る
も
の
が
〈
哲
学
〉
の
助
け
に
よ
っ
て
、

信
仰
の
学
で
あ
る
そ
れ
を
補
強
し
、
時
代
の
要
求
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
適
合
さ
せ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
信
仰
に
と
っ
て
愚
か
な
こ

と
を
認
め
、
そ
れ
を
も
っ
て
自
ら
を
表
明
し
、
宣
教
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

本
来
的
に
は
世
俗
に
媚
び
た
こ
と
に
な
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
時
代
は
最
早
神
学

の
も
つ
使
命
の
偉
大
さ
を
信
用
し
な
く
な
っ
た
人
々
で
占
め
ら
れ
て
い
る
し
、
こ
の

事
実
の
上
で
哲
学
は
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
に
と
っ
て
愚

か
な
こ
と
の
中
に
哲
学
は
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

�

か
く
哲
学
は
根
本
的
に
は
キ
リ
ス
教
の
信
仰
に
と
っ
て
は
愚
か
な
こ
と
で
あ

る
。
哲
学
す
る
と
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
前
提
と
す
る
神
の
創
造
に
よ
る
存
在
に
関

わ
ら
ず
、
直
接
に
自
己
に
お
い
て
か
の
「
な
ぜ
一
般
に
存
在
者
が
在
り
、
し
か
も
そ

れ
ど
こ
ろ
か
無
が
あ
る
の
で
な
い
の
か
」
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
問
を
真
摯
に

問
う
こ
と
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
々
に
こ
れ
を
問
い
続
け
る
こ
と
を
求
め
て

い
る
そ
の
も
の
を
顕
わ
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
生
起
す
る
、
そ
の
と
こ

ろ
に
〈
哲
学
〉
が
あ
る
の
で
あ
り
、
哲
学
と
は
何
か
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
時

代
へ
解
答
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
宗
教
的
・
神
学
的
な
そ
れ
よ
り

９９ブーバーとハイデガー（Ⅱ）
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も
早
い
と
す
る
、
元
初
的
（anfanglich

）
に
在
っ
た
も
の
へ
結
び
直
し
、
そ
こ
か
ら

答
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
問
を
問
と
す
る
限
り
、
哲
学
は
本
質
的
に
現
代

に
時
代
的
に
即
応
す
る
も
の
で
は
な
い

（
１１
）

。
哲
学
は
い
つ
も
存
在
者
の
存
在
の
根
拠
を

求
め
る
こ
と
に
集
中
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
自
身
の
人
間
と
は
何
か
の
意
味
と
目
標

と
を
徹
底
的
に
問
い
、
こ
の
知
を
得
る
こ
と
に
専
心
す
る
こ
と
を
も
っ
て
自
ら
の
課

題
と
す
る
。
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
い
時
、
哲
学
は
二
つ
の
誤
解
を
受
け
、
そ
の

課
題
が
曲
解
さ
れ
る
の
で
、
哲
学
の
真
の
課
題
を
考
え
る
時
、
特
に
注
意
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
哲
学
の
本
質
に
つ
い
て
の
過
大
な
要

求
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
哲
学
の
任
務
に
対
す
る
誤
解
で
あ
る
（
１２
）

。

哲
学
の
課
題
は
先
に
も
言
っ
た
通
り
、
存
在
の
α
で
ω
で
あ
る
存
在
の
根
拠
の
徹

底
的
な
解
明
に
あ
る
の
に
、
哲
学
に
対
す
る
第
一
の
誤
解
は
あ
る
国
民
（＝

民
族

（V
olk

））
の
現
在
及
び
将
来
の
歴
史
的
現
実
と
そ
の
国
民
が
直
面
し
て
時
代
に
哲
学

は
そ
の
生
存
の
た
め
の
基
礎
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
な

す
義
務
が
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
基
礎
の
上
に
そ
の
国
民
の
文
化
が
築
か
れ
る
、
と

い
う
誤
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
哲
学
に
対
す
る
過
大
な
要
求
で
あ
り
、
こ
の
要
求
の
故

に
哲
学
に
対
す
る
難
詰
で
も
あ
る
が
、
哲
学
は
こ
れ
に
直
接
的
な
力
を
も
ち
得
る
も

の
で
は
な
い
、
哲
学
は
少
数
の
人
々
へ
働
き
か
け
、
知
の
軌
道
と
視
界
と
を
開
示
す

る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
知
に
よ
り
、
国
民
は
歴
史
的
―
精
神
的
世
界
に
お
け
る
自

ら
の
現
存
在
を
概
念
的
に
把
握
し
、
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
知
こ
そ
全
て
を
問

う
こ
と
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
知
で
あ
る
。
か
く
て
こ
れ
に
対
す
る
認
識
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
か
ら
右
の
よ
う
な
誤
解
は
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
誤
解
は
、
哲
学
の
行
う
べ
き
仕
事
に
対
す
る
誤
解
で
あ
る
。

彼
ら
は
哲
学
が
存
在
者
の
全
体
を
整
え
、
そ
の
概
念
と
体
系
を
作
り
あ
げ
て
、
世
界

像
、
世
界
地
図
と
い
っ
た
も
の
を
作
り
あ
げ
て
、
万
人
の
実
用
に
供
す
る
と
誤
解
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
彼
ら
の
向
う
方
向
に
一
定
の
筋
道
を
与
え
た
り
、
現
実

の
諸
科
学
の
前
提
、
基
礎
概
念
や
原
理
を
徹
底
的
に
精
査
し
、
科
学
か
ら
の
労
力
軽

減
、
文
化
の
建
設
を
容
易
に
す
る
た
め
に
役
立
つ
も
の
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
彼

ら
は
哲
学
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
を
見
通
す
こ
と
に
よ
り
労
力
を
軽
減
し
、
実
用
的
―

技
術
的
な
文
化
の
仕
事
を
促
進
し
、
推
進
す
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
が
、
哲
学
は

こ
れ
を
行
う
も
の
で
は
な
い

（
１３
）

。

こ
の
哲
学
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
指
摘
は
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
所
謂
転

回
（K

ehre

）
以
後
の
時
代
相
と
の
関
わ
り
で
み
る
な
ら
ば
、
彼
の
哲
学
の
位
相
も
見

え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
課
題
と
す
る
ブ
ー
バ
ー
と
の
対
応
で
み
る
時
代
の
前

後
も
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
こ
の
二
つ
の
指
摘
は
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
以
上
の
よ
う
な
哲
学
に
対
す
る
二
つ
の
誤
解
は
、
哲
学
が
そ

の
本
質
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
決
し
て
事
物
を
易
し
く
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

難
し
く
す
る
も
の
で
あ
る
、
哲
学
の
言
語
は
常
識
の
世
界
か
ら
み
れ
ば
、
難
解
で
あ

る
ば
か
り
で
な
く
、
異
様
で
狂
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
、

し
か
し
哲
学
は
歴
史
的
現
存
在
で
あ
る
根
本
的
に
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
も
の
を

難
し
く
す
る
こ
と
を
も
っ
て
真
の
使
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
す
る
こ
と
が
、
全
て
の
偉
大
な
も
の
が
生
ず
る
た

め
の
本
質
的
・
根
本
的
条
件
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
は
、
人
が
難
解
と

す
る
次
元
で
、
国
民
の
歴
史
的
な
運
命
や
そ
の
業
績
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
使
命
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
即
ち
哲
学
は
物
事
に
つ
い
て
真
正
の
知
が
現
存
在
を
支
配

し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
だ
け
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
知
の
軌
道
と
展
望

を
拓
く
の
が
哲
学
で
あ
る
。
哲
学
は
そ
れ
故
に
難
し
い

（
１４
）

。

し
か
も
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
本
質
的
課
題
を
誤
解
さ
せ
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
と
っ
て
も
同
僚
で
あ
る
、
所
謂
哲
学
教
授
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
仕

業
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
一
般
教
養
に
必
要
な
程
度
の
こ
れ
ま

で
の
哲
学
史
に
基
づ
い
た
哲
学
の
知
識
を
与
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

齋 藤 昭９８
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彼
に
よ
れ
ば
、
こ
ん
な
も
の
は
哲
学
で
は
な
く
精
々
〈
哲
学
〔
に
つ
い
て
の
〕
知
識

（Philosophiew
issenschaft

（
１５
）

）〉
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
後
彼
は
自
分
が
定
立
し
た

〈
存
在
〉
の
有
、〈
無
〉
の
非
有
の
問
題
を
「
哲
学
す
る
こ
と
は
異
―
常
な
こ
と
へ

の
問
で
あ
る
（Philosophieren

istFragen
nach

dem
A

uβer -ordentlichen （
１６
）

）」
と
位
置
づ
け
、

哲
学
が
日
常
性
を
突
破
し
、
日
々
の
決
り
き
っ
た
平
凡
な
事
を
超
え
て
問
う
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
善
悪
の
彼
岸
』
に
よ
り
補
強
し
つ
つ
、
彼
の
存
在
論

の
問
い
直
し
が
、ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
本
質
へ
遡
及
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

『
存
在
と
時
間
』の
自
負
へ
と
至
る
。
こ
の
事
は
彼
の
哲
学
へ
の
構
え
だ
け
で
な
く
、

同
時
代
の
哲
学
へ
の
批
判
的
否
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
右
に
み
た
、
哲
学

の
あ
り
方
の
設
定
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
、
な
ぜ
一
般
に
存

在
者
が
在
り
、
し
か
も
そ
れ
ど
こ
ろ
が
無
が
あ
る
の
で
な
い
の
か
、
を
根
源
的
に
問

い
つ
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
日
常
的
常
識
を
突
破
し
た
、
異
常
な
こ
と
を
問

う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
遂
行
す
る
た
め
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
全
体

と
し
て
の
存
在
者
そ
の
も
の
を
元
初
的
に
問
う
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
哲
学
に
お
け

る
存
在
者
そ
の
も
の
へ
の
問
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
哲
学
の
決
定
的
展
開
期
に
お
け
る
存
在
者
が
ギ
リ
シ
ャ
語
でphysis

と
名
づ
け

ら
れ
、
ラ
テ
ン
語
で
はnatura

が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
詳
細
に
そ
の
意

味
を
語
義
的
に
比
較
検
証
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ

に
も
言
及
し
つ
つ
、
そ
の
意
味
と
限
界
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る

（
１７
）

。
こ
こ
で
詳
論
の
必

要
は
な
い
が
、
こ
こ
に
彼
が
形
而
上
学
の
新
た
な
構
成
を
提
言
す
る
根
本
の
主
張
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
し
、
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
に
答
え
る
も
の
も
内
蔵
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

二
〇
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
哲
学
が
、
大
雑
把
に
み
て
、
一
九
世
紀
後
半
か

ら
の
科
学
の
急
速
な
発
展
と
対
応
し
な
が
ら
、
生
の
哲
学
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
、

現
象
学
、
哲
学
的
人
間
学
、
論
理
実
証
主
義
の
哲
学
更
に
は
実
存
主
義
や
マ
ル
ク
ス

主
義
等
の
哲
学
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
中
に
は
基
礎
学
と
し
て
の
哲
学

の
論
理
を
求
め
る
も
の
、
積
極
的
に
社
会
的
現
実
を
重
視
し
、
歴
史
、
政
治
や
経
済

に
関
わ
り
改
変
を
求
め
る
も
の
が
あ
り
、
多
様
な
分
派
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ

の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
科
学
と
し
て
の
哲
学
に
学
び

つ
つ
も
、
大
き
く
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
影
響
の
下
に
自
ら
の
存
在
論
を
ギ
リ

シ
ャ
の
そ
れ
と
の
対
決
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
彼
の
言
葉
で
ふ

れ
た
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
存
在
論
は
〈
存
在
者
と
は
何
で
あ
る
か
〉
を
問
う

も
の
で
、
こ
れ
を
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
は
〈
存
在
と

は
何
か
〉
を
問
い
の
基
準
と
し
た
、
存
在
者
の
存
在
論
で
は
な
く
て
、
存
在
者
の
存

在
者
で
あ
る
こ
と
の
存
在
を
問
う
存
在
論
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
〈
世
界
内
存

在
〉〈
死
へ
向
う
存
在
〉
の
〈
現
存
在
〉
を
通
し
て
の
存
在
論
で
あ
る
こ
と
を
今
更

喋
々
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
哲
学
は
対
象
か
ら
言
え
ば
存
在
論
で
あ
る

が
、
方
法
か
ら
言
え
ば
現
象
学
で
あ
る
。
存
在
論
は
存
在
者
の
現
存
在
を
通
し
て
存

在
そ
の
も
の
を
解
釈
す
る
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
象
学
的
方
法
に
お
い
て
存
在
を

把
握
す
る
現
象
学
的
存
在
論
に
お
い
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
存
在
論
の
対
象

の
解
明
は
現
象
学
が
そ
の
通
路
を
開
く
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
の
下

に
、
こ
の
手
法
に
お
い
て
、
存
在
的
、
存
在
論
的
に
先
行
す
る
存
在
者
の
現
存
性
と

し
て
在
る
人
間
を
表
に
出
し
、
こ
れ
を
基
礎
的
存
在
論
と
し
て
課
題
と
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
有
限
な
人
間
存
在
の
厳
密
な
存
在
論
的
分
析
論
で
あ
り
、
形
而
上
学
で

あ
り
、
こ
れ
が
根
源
的
な
意
味
で
、
存
在
者
で
あ
る
人
間
の
既
存
の
存
在
論
、
彼
の

言
う
、
基
礎
的
存
在
論
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
彼
は
こ
の
意
味
で
〈
存

在
の
問
い
（Seinsfrage

）〉
は
文
字
通
り
存
在
そ
の
も
の
つ
い
て
問
う
こ
と
を
意
味
す

る
と
言
い
つ
ゝ
、
存
在
忘
却
の
状
況
を
克
服
す
る
た
め
、
形
而
上
学
的
に
問
う
こ
と

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
〈
存
在
の
開
示
性
（E

rschlossenheitvon

Sein

）〉
を
問
う
こ
と
に
お
い
て
、
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
１８
）

。

９７ブーバーとハイデガー（Ⅱ）
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〔二〕 こ
こ
に
言
う
〈
開
示
性
〉
と
は
存
在
の
忘
却
が
鎖
し
、
隠
し
て
い
る
も
の
が
解
明

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
こ
れ
ま
で
隠
さ
れ

て
い
た
形
而
上
学
の
本
質
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

と
っ
て
、
形
而
上
学
と
は
存
在
の
根
本
の
問
へ
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る

（
１９
）

。
二
〇
世
紀

初
頭
、
哲
学
は
世
紀
末
不
安
、
第
一
次
世
界
大
戦
、
経
済
恐
慌
等
の
中
で
、
ま
た
十

九
世
紀
後
半
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
越
え
る
相
対
性
理
論
、
量
子
論
の
出
現
に

よ
る
急
速
な
（
従
来
の
物
質
観
、
世
界
観
を
越
え
る
）
自
然
科
学
の
発
達
の
中
で
、
時
代

の
精
神
的
、
社
会
的
的
状
況
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
説
を
輩
出
さ
せ
た
。
実
存

哲
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
は
そ
の
両
極
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
末
以

来
の
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
論
理
を
重
視
す
る
新
カ
ン
ト
派
に
象
徴
さ
れ
る
講

壇
哲
学
の
他
に
、
哲
学
的
人
間
学
や
我
―
汝
の
対
話
の
哲
学
、
更
に
は
キ
リ
ス
ト
教

会
即
ち
神
学
に
お
け
る
危
機
神
学
と
も
言
わ
れ
る
弁
証
法
神
学
の
擡
頭
が
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
そ
の
他
で
提
示
し
た
哲
学
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
じ
た
諸
哲
学
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
全
面
的
に
根
幹
を
問

い
、
反
省
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
存
在
者
の
存
在
を
現
存
在
に
お
い
て
時
空
的
に

間
う
こ
と
を
も
っ
て
、
同
時
代
の
哲
学
を
、
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、
徹
底
的
に
批

判
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
説
か
ら
の
批
判
も
当
然
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
立
場

か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
と
の
関
わ
り
へ
の
批
判
は
別
と
し
て
も
、
そ
の
哲
学
自

体
へ
の
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
も
、
そ
の
哲
学
的
立
場
か
ら
は
、
状
況
に
お
い
て
、
必
然

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ー
バ
ー
の
視
点
を
示
す
と
と
も

に
、
存
在
論
の
基
点
と
な
っ
て
い
る
我
―
汝
の
人
間
観
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見

解
も
、
そ
の
存
在
論
の
位
置
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
の
第
一
章
で
私
は
ブ
ー
バ
ー
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
と
神
観
に
対

す
る
批
判
を
、
ブ
ー
バ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
、
考
察
し
た
。
そ
の
基
準
と

な
る
批
判
の
立
場
は
、
ブ
ー
バ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
を
学
び
つ
つ
も
、
出
自
の

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
よ
る
、
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
も
言
わ
れ
る
、
ヘ
ブ
ル
的
存
在
論
で
あ

る
。
そ
れ
は
我
―
汝
の
関
係
に
よ
る
対
話
的
実
存
の
思
想

（
２０
）

と
も
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
彼
の
『
人
間
の
問
題
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
へ
の
批
判
は
、
そ
の
第
二

部
「
現
代
の
考
察
」
に
お
い
て
�
危
機
と
そ
の
表
現
�
の
次
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
考
察
し
、
論
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
た

だ
そ
の
際
留
保
し
た
も
の
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
ブ
ー
バ
ー
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判

し
た
の
は
主
と
し
て
『
存
在
と
時
間
』
で
あ
る
が
、
ど
の
箇
所
へ
の
批
判
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。
本
章
は
彼
の
基
礎
的
存
在
論
と
言
わ
れ
る
存
在
論
の

哲
学
的
意
義
と
ブ
ー
バ
ー
の
〈
我
―
汝
〉
の
存
在
論
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
直
接

的
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
人
間
観
を
彼
が
ど
う
見
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
み
る

た
め
に
怠
っ
て
な
ら
な
い
の
は
、
も
う
一
つ
の
点
と
し
て
ブ
ー
バ
ー
が
ど
の
視
点
か

ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
て
い
た
の
か
を
み
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
批
判
の
際
、
ブ
ー
バ
ー
の
他
の
文
章
か
ら
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
あ
る
程
度
は

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
私
観
が
大
き
く
入
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
れ

を
回
避
す
る
最
良
の
方
法
は
『
人
間
の
問
題
』
に
お
け
る
彼
の
言
葉
に
よ
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
批
判
で
あ
る
。前
章
で
は
論
旨
上
ま
た
文
章
の
構
成
上
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、

Ｍ
・
シ
ェ
ー
ダ
ー
と
同
じ
手
法
で
こ
れ
を
み
て
い
く
も
の
と
す
る

（
２２
）

。
即
ち
上
記
書
で

ブ
ー
バ
ー
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
学
説
批
判
の
次
の
章
で
行
っ
て
い
る
�
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

理
論
�
批
判
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
追
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
の
基
本
的
姿
勢
を
み
て
い
く
。

�

そ
こ
で
ま
ず
彼
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
キ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
か
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
そ
の
周
辺
の
み
に
限
定
し
て

み
る
も
の
と
す
る

（
２３
）

。『
存
在
と
時
間
』
を
ど
の
よ
う
に
み
、
批
判
し
た
か
を
追
っ
て

い
く
と
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

齋 藤 昭９６
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本
文
は

（
２４
）

一
二
節
に
分
け
ら
れ
、
ブ
ー
バ
ー
の
自
己
の
立
場
か
ら
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批

判
が
行
わ
れ
た
が
、
批
判
の
基
準
は
明
白
で
あ
る
。
既
に
本
書
の
第
一
部
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
る
カ
ン
ト
の
人
間
学
解
釈
に
対
し
て
示
し
て
い
る
。
即
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

そ
の
解
釈
を
、
現
存
在
よ
り
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
存
在
を
み
る
〈
基
礎
的
存
在

論
〉
に
お
い
て
い
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
は
、
形
而
上
学
の
基
礎
は
哲
学
的
人
間
学
に
あ

る
と
い
う
、
即
ち
人
間
存
在
は
我
―
汝
を
原
型
と
す
る
対
話
的
実
存
に
あ
る
と
い
う

視
点
か
ら
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
基
礎
的
存
在
論
は
、
人
間
の
具
体

的
な
多
様
性
と
複
雑
性
を
併
せ
も
っ
た
具
体
的
現
実
に
お
け
る
人
間
を
対
象
と
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
彼
が
言
う
人
間
の
〈
現
存
在
〉
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

人
間
生
活
に
お
け
る
具
対
面
や
現
実
的
な
人
間
の
態
度
様
式
は
み
ら
れ
な
い
。
人
間

は
自
己
の
現
実
に
在
る
（
現
存
在
）
態
度
様
式
に
お
い
て
、〈
自
己
自
身
に
至
り
、
自

己
に
な
る
こ
と
（zu

sich
selbst

zu
kom

m
en

und
ein

Selbet
zu

w
erden

）
（
２５
）

〉
が
そ
の
要
請
に

お
い
て
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
基
礎
的

存
在
論
〉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
人
間
像
に
は
こ
れ
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

が
、
独
自
の
存
在
論
に
よ
っ
て
な
る
哲
学
的
人
間
学
に
立
つ
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
が
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
自
己
の
哲
学
を
哲
学
的
人
間
学
と
承
知

せ
ず
、
か
つ
承
知
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
こ
の
哲

学
が
人
間
生
活
の
具
体
的
な
面
を
、
そ
れ
故
に
哲
学
的
人
間
学
の
対
象
を
哲
学
的
方

法
で
引
用
す
る
限
り
、
我
々
は
こ
の
哲
学
の
も
つ
内
容
の
正
し
さ
と
正
確
さ
を
吟
味

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
我
々
は
彼
の
意
図
に
反
し
て
も
こ
れ
を
人
間
学
的
問

い
へ
の
回
答
の
一
例
と
し
て
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
２６
）

」
と
す
る
彼
の
基
本
的
意

図
で
あ
る
。

ブ
ー
バ
ー
の
立
場
は
本
書
で
は
一
貫
し
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
お
い
て

特
に
、
そ
の
対
立
構
図
が
鮮
明
で
あ
る
。
し
か
も
同
次
元
か
ら
の
批
判
で
は
な
く
、

思
惟
の
根
拠
を
異
に
し
た
次
元
か
ら
の
批
判
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
端
的
に

言
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
的
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
に
対
す
る
ヘ
ブ
ル
的
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
か
ら
の
批

判
で
あ
る
。
批
判
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
彼
の
文
章
に
そ
い
、
第
一
章
で
詳
細
に
述

べ
て
い
る
の
で
、反
復
的
記
述
は
差
控
え
、以
下
に
お
い
て
ブ
ー
バ
ー
が
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
『
存
在
と
時
間
』
の
ど
の
部
分
を
批
判
の
対
象
に
し
た
か
の
指
摘
に
と
ど
め
る
も

の
と
す
る
。

三
節
に
お
い
て
、
ブ
ー
バ
ー
は
自
己
の
立
場
を
『
創
世
記
』
二
二
・
１
及
び
『
出

エ
ジ
プ
ト
記
』
三
・
１４
の
ヘ
ブ
ル
的
呼
応
の
原
理
を
背
後
に
し
た
、
彼
の
対
話
的
実

存
の
立
場
を
明
確
に
す
る
た
め
、
こ
こ
で
あ
げ
た
の
は
『
存
在
と
時
間
』
第
二
編
現

存
在
と
時
間
性
の
第
二
章
第
５８
節
呼
び
か
け
の
了
解
と
負
い
目
（A

nruf
verstehen

und

シ
ェ
ル
ト

Schuld

）
に
お
け
る
〈
負
い
目
〉
で
あ
る
（
２７
）

。
こ
こ
に
彼
の
存
在
論
の
基
礎
に
あ
る
も

の
が
示
さ
れ
、
対
立
的
思
惟
が
明
ら
か
に
な
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
次
は

〈
世
界
内
存
在
〉
と
し
て
の
人
間
に
対
す
る
関
心
（Sorge

）
か
ら
生
ず
るB

esorgen-

Fürsorge

の
物
に
対
す
る
配
慮
、
他
人
に
対
す
る
顧
慮
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
基
本
的
存
在
に
お

け
る
根
本
的
な
関
わ
り
の
契
機
を
現
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
当
該
書

の
、
第
一
部

現
存
在
の
時
間
性
の
対
向
し
て
の
学
的
解
釈
と
存
在
に
対
す
る
問
の

超
越
論
的
地
平
と
し
て
の
時
間
の
解
明
、
第
一
編

現
存
在
の
予
備
的
な
基
礎
分
析

の
第
三
章

世
界
の
世
界
性
、
に
お
け
る

第
１５
節
環
境
世
界
の
中
で
出
会
う
存
在

者
の
存
在
、
及
び
第
四
章

共
同
存
在
と
自
己
存
在
と
し
て
の
世
界
内
存
在「
世
人
」

の
第
２６
節
他
者
の
共
同
現
存
在
と
日
常
的
共
同
存
在
、
そ
し
て
こ
れ
に
加
え
て
第
二

編
の
第
二
章

本
来
的
存
在
可
能
の
現
存
在
に
相
応
し
い
証
し
と
決
意
性
の
第
６０
節

良
心
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
本
来
的
な
存
在
可
能
の
実
存
論
的
構
造
、
に
お
い
て
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
展
開
し
た
ゾ
ル
ゲ
の
諸
相
に
対
し
て
、
ブ
ー
バ
ー
は
そ
の
存
在
論
か
ら

の
批
判
を
通
し
て
こ
れ
を
閉
じ
た
体
系
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
『
存
在
と
時
間
』
や
一
九
三
八
年
時
点
で
イ
ス

９５ブーバーとハイデガー（Ⅱ）

（１０）



ラ
エ
ル
で
使
用
で
き
る
テ
キ
ス
ト
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
今
日
我
々
が
書
籍
の
形
で

見
ら
れ
る
物
を
通
し
て
み
る
限
り
で
も
、
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
は»K

antund
das

Problem
des

M
etaphysiK

.１９２９
«

が
一
二
節
の
結
論
部
分
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の

が
目
立
つ
位
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
人
間
と
は
何
か
、
が

多
様
に
緻
密
に
考
察
さ
れ
て
は
い
る
が
、
本
質
関
係
が
結
紮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
人

間
の
中
核
で
は
な
く
周
縁＝

末
端
（R

and

）
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
２８
）
、

と
い
う
の
が
ブ
ー
バ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
七
節
で
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

〈
単
独
者
〉
に
は
、〈
汝
〉
を
語
る
に
至
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
に
は
そ
れ
が

欠
落
し
て
い
る
と
い
う
前
提
を
提
示
し
、
八
節
に
お
い
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
。
そ

の
〉das

M
an

〈
へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
れ
も
併
せ
て
本
節
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
言

及
は
、
第
一
部
第
一
篇
、
第
四
章
節
２７
節
日
常
的
自
己
存
在
と
世
人
、
第
二
編
第
二

章

本
来
的
存
在
可
能
の
現
存
在
的
な
相
応
の
証
明
と
覚
悟
性
、
第
５４
節
本
来
的
な

実
存
可
能
性
の
証
明
の
問
題
、
そ
し
て
、
ダ
ス
・
マ
ン
に
決
定
的
な
も
の
と
し
て
の

第
五
章

内
存
在
そ
の
も
の
（D

as
In-Sein

als
solches

）
の

Ｂ

現
実
の
日
常
的
存

在
と
現
存
在
の
頽
落
、
と
し
て
示
さ
れ
る
、
第
３５
節
世
間
話
、
第
３６
節
好
奇
心
、
第

３７
節
曖
昧
さ
、
第
３８
節
頽
落
と
被
投
性
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
通
し
ブ
ー
バ
ー
は
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
人
間
存
在
の
解
釈
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
『
存
在
と
時
間
』
全
体

（
と
言
っ
て
も
そ
の
前
半
部
分
で
あ
る
が
）
と
対
峙
し
批
判
を
加
え
る
時
、
そ
れ
は
明
ら

か
に
、
そ
の
論
理
的
構
造
の
も
つ
矛
盾
や
欠
陥
を
内
在
的
に
か
つ
客
観
的
に
剔
抉
す

る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
こ
れ
と
徹
底
的
に
対
峙
す
る
思
想
的
側
面
よ
り
、
相
容

れ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
と
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
図
式
と

し
て
〈
基
礎
的
存
在
論
〉
を
批
判
す
る
の
に
、
そ
の
存
在
理
由
を
そ
の
論
理
に
応
じ

て
行
う
の
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
の
論
理
を
徹
底
的
に
深
め
る
た
め
否
定
排

除
し
た
〈
哲
学
的
人
間
学
〉
を
、
自
ら
の
論
理
に
お
い
て
、
自
己
の
存
在
論
の
基
底

に
置
い
て
対
決
し
、
批
判
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。『
存
在
と
時
間
』
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
の
読
み
と
立
論
の
中
に
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ラ
ン
ト

結
局
彼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
を
周
辺＝

末
端
の
〈
事
〉
と
し
、
そ
の
た
め
の
論

理
構
成
を
〈
チ
ェ
ス
遊
び
〉
と
評
し
、
人
間
存
在
を
極
端
に
孤
立
化
さ
せ
た
も
の
を

絶
対
化
し
た
、
一
種
の
閉
じ
た
体
系
と
断
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
批
判
の
論

拠
と
な
る
彼
の
思
想
の
基
準
と
な
る
も
の
が
、
批
判
の
厳
し
さ
の
割
に
は
、
常
識
的

に
理
解
し
得
る
以
上
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
彼
の
思
惟
の
根
拠
と

な
る
も
の
は
、『
人
間
の
問
題
』
の
次
章
の
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
論
批
判

の
際
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
み
る
。
論
旨
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
こ
の
面
を
捨
象
し
て
、
右
の
意
図
に
沿
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
点

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

�

さ
て
課
題
を
み
る
前
に
、
な
ぜ
ブ
ー
バ
ー
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
を
み
る
の

に
先
立
ち
、
自
己
の
思
惟
に
ふ
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
お
く
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
要

因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
〈
現
存
在
〉

だ
け
を
時
間
と
結
び
つ
け
、
そ
の
存
在
様
態
を
考
察
し
て
い
る
が
、
現
存
在
の
限
界

を
踏
み
越
え
て
い
な
い
の
で
、
完
全
性
の
存
在
す
る
〈
永
遠
〉
に
つ
い
て
は
何
も
語

ろ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
存
在
自
身
を
時
間
の
中
へ
解
消
さ

せ
な
が
ら
、
最
終
的
に
宗
教
を
棄
て
た
の
で
、
そ
れ
を
支
え
る
〈
永
遠
〉
を
否
定
す

る
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
と
す
る

（
２９
）

。
こ
こ
に
ブ
ー
バ
ー
の
二
人
へ
の
態
度
が
み
ら
れ

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
現
存
在
〉
を
通
し
て
な
る
〈
基
礎
的
存
在
論
〉
は
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
想
の
中
に
は
肯
定
で
き
る
面
と

で
き
な
い
面
が
交
叉
し
て
い
る
。
思
想
の
面
で
近
接
し
つ
つ
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
苦
汁
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
発
想
の
基
準
に
類
似
の
も
の
が
あ
る

の
は
、
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
こ
れ
が
第
二
の
点
で
あ
る
が
、
仮
設
的
で
は
あ
る
が
、

両
者
の
出
自
の
故
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
ブ
ー
バ
ー
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
と

異
な
り
、
自
分
の
立
場
を
表
出
し
つ
つ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ

齋 藤 昭９４

（１１）



る
。
こ
こ
に
自
ず
と
ブ
ー
バ
ー
の
基
本
的
な
も
の
が
見
え
る
。
こ
れ
を
明
示
す
る
こ

と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
基
本
的
な
も
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
の
と
違
い
、
彼
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
考
え
方
に
は
、
否
定

し
つ
つ
も
親
近
性
を
も
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

に
学
び
つ
つ
も
、〈
哲
学
的
人
間
学
〉
の
開
拓
者
で
あ
る
。
人
間
そ
の
も
の
を
徹
底

的
に
哲
学
の
問
題
と
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、
彼
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
人
間

の
自
己
存
在
に
対
す
る
態
度
を
形
而
上
学
的
に
唯
一
の
本
質
的
事
象
と
み
た
の
で
は

な
く
、
人
間
を
他
の
生
物
と
の
類
似
と
差
異
を
連
関
的
に
み
つ
つ
、
そ
の
全
体
的
な

具
体
性
に
お
い
て
み
、
こ
こ
か
ら
人
間
と
い
う
精
神
的
実
在
を
み
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
が
、
人
間
が
対
象
と
な
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
真
正

の
哲
学
的
方
法
と
し
て
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
３０
）

。

ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
実
の
人
間
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
基
本

ホ

ム

ン

ク

ル

ス

概
念
を
操
っ
て
矮
小
な
人
工
人
間
の
み
を
考
察
し
た
の
に
対
し
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
現

実
の
人
間
を
考
察
し
、こ
の
中
に
あ
る
種
の
形
而
上
学
的
視
座
を
拓
い
た
の
で
あ
る
。

彼
の
言
に
よ
り
つ
つ
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
己
自
身
と
自
己

の
真
理
を
知
り
、
か
つ
こ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は

（
そ
の
形
而
上
学
は
、
彼
の
人
間
学
の
後
期
の
形
態
に
お
い
て
で
あ
る
が
）、
世
界
の
現
象
が

経
過
し
て
い
く
中
で
、〈
自
己
自
身
を
実
現
す
る
〉
事
物
の
根
拠
と
「
我
々
が
到
達

で
き
る
唯
一
の
神
生
成
（G

ottw
erdung

）
の
場
所
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
神
生
成
の

過
程
の
真
の
一
部
で
あ
る

（
３１
）

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と

違
い
、
神
学
的
思
惟
と
し
て
の
神
の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
学
を
構
築

す
る
。
神
の
存
在
を
一
切
認
め
な
い
と
こ
ろ
か
ら
存
在
論
を
構
築
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
正
面
か
ら
否
定
的
に
対
決
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
棄
教
し
た

と
し
て
も
神
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
表
層
的
に
み
る
な
ら
ば
、
ブ
ー
バ
ー
に
近

接
し
、
同
次
元
に
立
つ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
可
能
性
を
も
つ
。
こ
れ
を
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
ブ
ー
バ
ー
は
自
己
の
思
惟
の
基
本
的
立
場
を
明
確
に
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
論
を
批
判
す
る
際
に
、
必
ず
し
も
明
確
で
な

か
っ
た
思
惟
の
根
拠
も
明
ら
か
に
な
る
。

即
ち
ブ
ー
バ
ー
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
、
自
己
の
立
場
を
鮮
明
に

す
る
。
彼
か
ら
み
れ
ば
、
人
間
的
自
己
の
理
論
は
、
神
の
生
成
は
人
間
に
依
存
し
、

人
間
は
神
の
生
成
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
絶
対
者
で
あ
る
神
は
、
徹
底

的
に
時
間
内
の
存
在
で
あ
り
、
時
間
に
依
存
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
こ
で
は
神
は
超

越
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
の
中
で
生
成
す
る
。
従
っ
て
神
は
時
間
に
お

い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
に
時
間
の
産
物
と
も
言
え
る
し
、
時
間
を
超
越

し
て
の
存
在
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
の
で
、
そ
の
神
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
言
う

な
ら
、
正
に
時
間
内
存
在
と
で
も
言
え
る
反
面
、
ヘ
ブ
ル
的
存
在
論
の
絶
対
性
を
支

え
る
理
論
は
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
た
と
え
神
を
超
時
間
的
存
在
と

言
及
し
て
も
、
彼
の
神
の
存
在
の
理
論
の
中
に
は
、
神
の
存
在
の
た
め
の
真
の
場
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
３２
）

。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
有
神
論
と
棄
教
に
お
い
て
絶
縁
し
て
い
る

の
で
、
神
観
に
お
い
て
、
こ
れ
を
全
く
無
視
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
違
い
、
ブ
ー
バ
ー

と
近
く
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
両
者
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
言
う〈
狭
い
尾
根（der

schm
are

G
rat

）〉
の
考
え
方
に
お
い
て
決
定
的
に
相
違
し
て
い
る
（
３３
）

。
第
一
次
世
界
大
戦

が
終
結
し
て
か
ら
数
年
後
、
日
時
、
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
両
者
は
久
し
ぶ
り
に

出
会
っ
て
い
る
。
ブ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
〈
狭
い
尾
根
〉
の
考
え
方
が
、
一
九
二
三

年
の
『
我
と
汝
』
刊
行
に
よ
り
、
独
自
の
対
話
的
実
存
の
哲
学
と
し
て
確
立
さ
れ
つ

つ
あ
る
時
期
で
あ
る
の
に
対
し
て
、シ
ェ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
、一
六
年
頃
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
と
な
り
、
二
一
年
論
文
集
『
人
間
に
お
け
る
永
遠
な
も
の
（V

om
E

w
igen

im

M
enschen

）』
に
よ
り
、
そ
の
改
宗
を
基
礎
づ
け
る
と
と
も
に
、
人
間
の
志
向
性
の
中

に
本
質
的
に
内
在
す
る
宗
教
的
価
値
の
領
野
を
現
象
学
的
な
解
明
に
努
め
て
い
る
。

し
か
し
二
四
年
に
は
棄
教
し
、
生
命
主
義
的
な
汎
神
論
的
立
場
へ
向
い
、
哲
学
的
人

９３ブーバーとハイデガー（Ⅱ）
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間
学
を
志
向
す
る
に
至
る
、
没
後
（
二
九
年
）
そ
れ
は
『
哲
学
的
人
間
学
（Philosophische

W
eltam

schung

）』
と
し
て
集
大
成
さ
れ
て
い
る
が
、
生
前
に
は
『
宇
宙
に
お
け
る
人

間
の
位
置
（D

ie
Stellang

des
M

enschen
in

K
osm

os, １９２８

）』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ー

バ
ー
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
会
っ
た
の
は
、
彼
が
教
会
思
想
と
絶
縁
し
た
直
後
と
言
っ
て

い
る
か
ら
、
二
四
年
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
、
そ
れ
と
と
も
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
二
三

年
の
『
我
と
汝
』
そ
の
他
関
連
の
ブ
ー
バ
ー
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
こ
と
も
推
定
で

き
る
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
時
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
棄
教
し
た
の
は
知
ら
な
か
っ
た
と
コ

メ
ン
ト
し
て
い
る
。両
者
の
会
話
は
こ
こ
に
ず
れ
が
あ
る
。シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ブ
ー
バ
ー

に
向
っ
て
「
私
は
貴
方
の
狭
い
尾
根
に
非
常
に
近
づ
い
て
い
ま
す
（Ich

bin
Ihrem

schm
alen

G
rat

sehr
nahegekom

m
en.

）」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
何
を

思
い
、
ど
ん
な
答
を
期
待
し
て
い
る
の
か
が
分
ら
な
か
っ
た
が
、
咄
嗟
に
ブ
ー
バ
ー

は「
私
の
考
え
て
い
る
狭
い
尾
根
の
考
え
は
、貴
下
が
考
え
ら
れ
て
い
る
所
と
は
違
っ

た
所
に
あ
る
も
の
で
す
（E

s
istandersw

o
als

Sie
annehm

en.
）」
と
答
え
る
他
な
か
っ
た

と
言
っ
て
い
る

（
３４
）

。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ブ
ー
バ
ー
の
〈
狭
い
尾
根
〉
の
考
え
が
ど
の
よ
う

に
成
立
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
理
解
が
な
く
、
一
九
〇
〇
年
前
後
に
影
響
を
受

け
た
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
、
更
に
は
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
神
観

の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
誤
解
し
、自
ら
の
知
識
社
会
学
で
類
型
化
し
た
知
の
構
造
、

即
ち
そ
の
最
高
段
階
と
し
て
の
魂
の
救
い
の
た
め
の
知
識
で
あ
る〈
救
済
知
〉に
よ
っ

て
精
神
と
し
て
の
自
己
の
存
在
と
世
界
の
存
在
と
が
、
絶
対
者
に
お
い
て
合
一
す
る

と
い
う
考
え
と
同
定
で
き
る
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
。
五
節
以
下
で

ブ
ー
バ
ー
が
執
拗
な
ま
で
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
け
る
〈
精
神
〉
を
批
判
し
て
い
る
の

は
、
近
接
し
て
い
る
と
さ
れ
た
こ
と
へ
の
反
論
と
否
定
が
、
同
時
に
彼
自
身
の
思
想

の
弁
明
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
批
判
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
繋
が
る
、
彼
の
思
想

の
根
底
に
あ
る
も
の
を
示
し
て
い
る
、
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理

論
を
批
判
的
に
検
証
す
る
際
に
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
示
さ
れ
な
か
っ
た
思
想
の
根

拠
と
な
る
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
を

ラ

ン

ト

周
辺＝

末
端
の
事
と
し
、
そ
の
論
理
を
チ
ェ
ス
遊
び
と
評
す
る
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
の

起
点
で
も
あ
る
。

�

状
況
と
絶
え
ず
対
応
し
自
ら
も
変
化
し
つ
つ
思
想
を
深
め
て
い
く
者
と
一
貫

し
て
そ
の
路
線
に
沿
い
つ
つ
も
、
回
信
に
よ
っ
て
自
己
批
判
的
に
自
己
を
即
ち
そ
の

思
想
を
深
め
て
い
く
者
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
さ
し
ず
め
前
者
を
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
後

者
を
ブ
ー
バ
ー
と
比
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
先
に
引
用
し
た
言
葉

を
言
わ
れ
た
時
、
ブ
ー
バ
ー
は
〈
狭
い
尾
根
〉
の
思
想
が
非
連
続
的
連
続
的
に
〈
回

心
（B

ekehrung

）〉
と
い
う
否
定
的
飛
躍
に
お
い
て
確
立
し
た
コ
ー
ズ
と
し
て
の
思
想

で
あ
る
故
に
、
過
去
か
ら
の
連
続
的
発
展
の
上
に
成
立
し
た
思
想
と
解
し
、
自
己
の

そ
れ
と
対
応
し
、
そ
の
類
似
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
惟
は
、
成
立

根
拠
に
お
い
て
霄
壌
の
差
異
が
あ
る
も
の
と
し
て
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
ブ
ー
バ
ー
自
身
の
言
葉
で
彼
自
身
の
思
想
の
変
位
と

事
実
の
確
定
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一
つ
は
、
何
時
そ
の
考
え
が
生
じ
、
そ
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
に
つ
い
て
で

あ
る
。「
私
は
こ
こ
に
個
人
的
な
思
い
出
を
挿
入
し
よ
う
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
私

が
考
え
る
に
は
、
こ
の
思
い
出
に
は
、
個
人
的
な
も
の
を
越
え
た
意
味
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
私
は
第
一
次
世
界
大
戦
時
に
私
の
最
高
存
在
に
対
す
る
考
え
方
が
決
定
的

な
転
回
を
と
っ
て
以
来
、
友
人
た
ち
に
向
っ
て
私
の
立
場
を
折
に
ふ
れ
て
、〈
狭
い

尾
根
〉
と
表
明
し
て
き
た

（
３５
）

」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
講
義
と
い
う
性
質
上
、
個
人
的

な
回
心
的
内
容
に
は
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
彼
の
哲
学
的
、
宗
教
的

思
惟
を
決
定
的
に
転
回
さ
せ
る
と
と
も
に
、
爾
後
の
ワ
イ
マ
ー
ル
期
、
ナ
チ＝

ヒ
ト

ラ
ー
期
そ
し
て
エ
レ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
期
と
一
貫
し
て
の
哲
学
思
想
の
原
点
と
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
そ
れ
ま
で
の
彼
の
思
惟
と
断
絶
を
刻
す
る
も
の
で

齋 藤 昭９２
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あ
っ
た
。
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
二
〇
世
紀
初
め
頃
は
、
精
神
の
転
機
で
あ
っ
た
。
学

生
時
代
の
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
研
究
か
ら
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
へ
の
独
自
な
立
場
か

ら
の
参
加
、
そ
し
て
近
世
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
で
あ
る
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
へ
の
沈
潜
は
、

彼
に
と
っ
て
、
宗
教
な
る
も
の
が
彼
の
存
在
に
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
か
を
問
う
も

の
で
あ
り
、
こ
こ
で
答
え
、
自
ら
の
立
場
を
鮮
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

も
あ
っ
た
。
彼
は
こ
れ
を
自
己
の
全
実
存
の
転
回
点
と
な
っ
た
事
実
を
軸
と
し
て
表

明
す
る
。
ま
ず
そ
の
転
回
点
以
前
の
精
神
構
造
を
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
差
異
の
表
明
、

そ
の
背
後
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
を
秘
め
な
が
ら
、
語
る
の
で
あ
る
。

「
私
は
一
九
〇
〇
年
以
来
当
初
は
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
か
ら
ア
ン
ゲ
ル

ス
・
シ
レ
ジ
ゥ
ス
の
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
神
秘
主
義

に
あ
っ
て
は
、
無
名
の
非
人
格
的
な
神
性
で
あ
る
存
在
の
元
根
拠
が
、
ま
ず
人
間
の

魂
の
中
に
〈
誕
生
〉
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
、
次
い
で
私
は
〔
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム

の
研
究
を
通
し
て
〕
後
期
カ
バ
ラ
〔
思
想
〕
の
影
響
を
受
け
た
が
、
そ
の
教
え
に
よ

れ
ば
、
人
間
は
世
界
を
超
越
し
て
い
る
神
を
世
界
に
内
在
す
る
神
の〔
火
花
で
あ
る
〕

シ
ェ
キ
ナ
と
合
一
す
る
力
を
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
私
の
中
に
は

人
間
を
通
し
て
神
を
実
現
で
き
る
と
い
う
考
え
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は

そ
の
現
存
在
を
通
し
て
自
ら
の
真
理
の
中
に
宿
っ
て
い
る
絶
対
者
〔
で
あ
る
神
〕
が

実
在
の
人
格
（C

harakter

）
に
な
り
得
る
存
在
（W

esen

）
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の

で
あ
る

（
３６
）

。」
こ
こ
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
ブ
ー
バ
ー
の
神
観
が
端
的
に
表
明
さ
れ
て
い

る
。
後
に
シ
ョ
ー
レ
ム
や
シ
ャ
ッ
ツ＝

ウ
ッ
ヘ
ン
ハ
イ
マ
ー
か
ら
そ
の
ハ
シ
デ
ィ
ズ

ム
ま
た
カ
バ
ラ
解
釈
が
強
く
批
判
さ
れ
、
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ブ
ー
バ
ー
自
身

の
思
想
形
成
に
お
い
て
、
政
治
的
な
シ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
ア
ハ
ド
・
ハ
ア
ム
の
精
神
的

シ
オ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
批
判
的
関
与
と
と
も
に
、
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
ら
も

言
っ
て
い
る
故
に
、
こ
れ
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
ユ
ダ
ヤ
系
も

含
ん
だ
青
年
た
ち
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
中
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
最
中
、
自
ら
の
思
想
を
〈
狭
い
尾
根
〉
と
名
づ
け

る
契
機
と
な
っ
た
事
件
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
我
と
汝
』
の
第
一
の
解
説

書
と
も
な
っ
て
い
る
一
九
二
九
年
雑
誌
『
被
造
物
（D

ie
K

reatur

）』
に
発
表
さ
れ
、

三
二
年
シ
ョ
ッ
ケ
ン
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
対
話
（Z

w
iesprache

）』
の
中
の
「
一
つ

の
回
心
（E

ine
B

ekehrung

）」
で
あ
る
。
彼
は
、
前
記
の
よ
う
な
青
年
時
代
の
こ
と
を

回
顧
し
て
、〈
宗
教
的
な
こ
と
〉
は
例
外
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
ず
る
〈
宗

教
的
な
経
験
〉は
生
の
連
関
と
は
異
っ
た
経
験
で
あ
っ
た
、従
っ
て
当
時
の
彼
に
と
っ

て
〈
宗
教
的
な
こ
と
〉
と
は
、
通
常
の
生
活
か
ら
外
へ
遠
く
連
れ
出
さ
れ
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
忘
我
と
恍
惚
と
陶
酔
と
が
生
じ
、
比
岸
と
彼
岸
と
が
一
つ
に
包
み

こ
ま
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
当
時
の
彼
に
と
っ
て
宗
教
的
な
も
の
と
は
、
忘

我
的
恍
惚
の
中
に
現
実
を
忘
却
す
る
時
で
あ
っ
た
。
神
秘
主
義
は
い
ず
れ
も
こ
れ
を

肯
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
徹
底
的
に
破
り
去
ら
れ
、
決
定
的
な
時
が
彼
の
言
葉

で
言
う
〈
回
心
〉
が
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
彼
の
哲
学
の
核
心
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
批
判
の
原
点
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
日
常
的
な
ご

く
あ
り
ふ
れ
た
〈
事
〉
を
通
し
て
の
一
つ
の
〈
裁
き
〉
の
出
来
事
（ein

richtendes
E

r-

eignis

）
で
あ
っ
た
。

一
九
一
四
年
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
間
も
な
い
頃
、
ブ
ー
バ
ー
は
未
知
の
一
青
年

の
訪
問
を
受
け
る
。
当
時
彼
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
思

想
、
近
世
ユ
ダ
ヤ
神
秘
主
義
思
想
特
に
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
思
想
の
研
究
家
と
し
て
知
ら

れ
、
三
十
代
半
ば
で
既
に
哲
学
・
宗
教
学
の
碩
学
と
し
て
知
ら
れ
、
前
述
の
よ
う
に

当
時
の
青
年
た
ち
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
で
あ
っ
た
。
多
く
の
青
年
は
託
宣
で
も
聞

く
か
の
よ
う
に
彼
を
訪
ね
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
彼
も
そ
の
中

の
一
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼
の
言
葉
で
み
て
み
よ
う
。
即
ち
「
あ
る
日
の
午
前
、
い

つ
も
の
よ
う
に
朝
の
〈
宗
教
的
〉
法
悦
の
中
で
過
ご
し
、
そ
の
余
韻
な
お
醒
め
や
ら

な
い
で
い
た
時
、
未
知
の
一
青
年
が
訪
ね
て
来
た
。
私
は
彼
の
訪
問
を
決
し
て
不
親

９１ブーバーとハイデガー（Ⅱ）
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切
に
応
待
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
と
同
じ
年
頃
の
青
年
た
ち
が
、
そ
の
頃
、
ま
る

で
自
分
の
話
が
分
っ
て
貰
え
る
神
託
で
も
聞
く
か
の
よ
う
に
、
私
の
と
こ
ろ
に
訪
ね

て
来
て
い
た
が
、
こ
の
時
彼
ら
よ
り
い
い
加
減
に
彼
と
応
待
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
私
は
親
し
み
を
こ
め
、
彼
と
率
直
に
話
し
あ
っ
た
―
―
た
だ
彼
が
そ
こ
で
口
に

し
な
か
っ
た
私
へ
の
質
問
が
あ
っ
た
の
を
遂
に
察
知
で
き
ず
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
私
は
彼
の
友
人
の
一
人
か
ら
―
こ
の
時
既
に
あ
の
青
年
自

身
は
こ
の
世
に
生
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
―
彼
が
あ
の
時
口
に
し
な
か
っ
た
本
質

的
な
内
容
を
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
事
の
つ
い
で
に
私
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て

来
た
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
つ
の
運
命
に
導
び
か
れ
て
や
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

雑
談
を
す
る
た
め
で
は
な
く
、
決
断
を
す
る
た
め
に
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
の
と
こ
ろ

へ
、
正
に
あ
の
時
間
に
訪
ね
て
来
た
の
で
あ
る

（
３７
）

」
こ
れ
は
彼
が
先
に
「
第
一
次
世
界

大
戦
時
に
私
の
最
高
存
在
に
対
す
る
考
え
方
が
決
定
的
な
転
回
」
を
と
っ
た
と
い
う

の
は
、
こ
の
一
文
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
の
後
の
全
思
想
の
原
点
と
し
て
定

位
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
こ
の
事
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
そ
れ
以
前
の

思
想
の
延
長
で
〈
狭
い
尾
根
〉
を
解
し
、
自
己
の
哲
学
が
近
接
し
て
い
る
と
誤
解
し

た
の
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
の
否
定
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
一
青
年
と
の
経
験
は
、
そ

れ
ま
で
の
神
秘
主
義
的
観
想
の
一
切
を
否
定
し
、
彼
の
哲
学
と
宗
教
観
に
根
本
的
変

革
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
秘
主
義
的
〈
宗
教
的
な
も
の
〉
一
切
を
否
定
し
、
あ

り
の
ま
ま
の
日
常
の
中
で
責
任
を
と
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
時
、
個
と
同
時
に
他
者

と
の
複
合
的
関
係
が
問
わ
れ
、実
存
的
責
任
が
求
め
ら
れ
る
。そ
こ
に
彼
の
言
う
我
―

汝
の
哲
学
が
現
れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
従
っ
て
ブ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
は
単
に
個
的

実
存
に
集
中
し
て
の
存
在
者
の
存
在
の
み
を
課
題
と
す
る
こ
と
は
と
ら
れ
な
い
。
全

人
と
し
て
の
存
在
の
あ
り
方
が
対
他
の
中
で
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
彼
の
無
名
の
一

青
年
の
訪
問
の
中
か
ら
彼
は
、
自
己
の
哲
学
が
究
極
に
お
い
て
求
め
る
も
の
と
、
そ

の
哲
学
の
確
立
に
よ
っ
て
棄
却
す
べ
き
も
の
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

前
者
は
「
我
々
が
絶
望
に
陥
ち
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
一
人
の
人
間
の
と

こ
ろ
を
訪
ね
て
く
る
時
、
彼
は
何
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
恐
ら
く
そ
れ

は
、
絶
望
し
て
は
い
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
人
が
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る

こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
一
つ
の
事
が
目
の
前
に
生
ず
る
の
を
期
待

し
て
い
る
の
で
あ
る

（
３８
）

」
に
よ
っ
て
、
そ
の
求
め
ら
れ
る
意
味
が
充
足
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
後
者
は
「
そ
れ
以
来
、
私
は
例
外
、
離
脱
、
脱
出
、
恍
惚
に
他
な
ら
な
い
〈
宗

教
的
な
も
の
〉
を
全
て
棄
て
去
っ
た
。
ま
た
そ
れ
ら
が
私
を
見
限
っ
た
の
で
あ
る
。

私
が
う
け
入
れ
た
も
の
は
、
日
常
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
…
…
全
て
あ
り

の
ま
ま
の
姿
で
生
起
す
る
こ
の
日
常
に
住
む
家
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
私
が

承
知
し
て
い
る
充
実
と
は
、
も
は
や
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
の
生
の
刻
む
有
限
な

時
間
の
中
で
の
要
請
と
責
任
に
よ
る
充
実
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
私
は
確
か
に

か
か
る
充
実
か
ら
は
遠
く
あ
る
。
し
か
し
要
請
す
る
呼
び
か
け
に
私
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
応
答
す
る
責
任
に
よ
っ
て
私
は
応
答
で
き
る
こ
と
を
、
そ
し
て
誰
が
呼
び
か

け
、
誰
が
応
答
を
求
め
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る

（
３８
）

」
を
あ
げ
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
人
間
の
問
題
』
で
ブ
ー
バ
ー
は
か
か
る
人
間
像
を
自
ら
の
哲
学
に
お
い
て
展
開
す

る
た
め
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
哲
学
と
の
批
判
的
対
決
に
お
い
て
定
立
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
に
彼
の
存
在
論
的
思
惟
の
原
点
と
人
間
観
の
基
準
が
あ

る
。「

こ
の
〔
狭
い
尾
根
〕
と
い
う
言
葉
で
、
私
は
絶
対
者
に
つ
い
て
の
一
連
の
確
実

な
陳
述
を
含
む
一
つ
の
体
系
の
広
々
と
し
た
高
原
に
立
ち
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
絶
壁
と
絶
壁
の
間
の
狭
い
岩
場
（Felskam

m

）
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
こ
こ
で
得
た
知
識
を
ど
う
表
現
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
確
か
さ
は
な
い

が
、
ま
だ
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
出
会
い
の
確
か
な
手
答
え
が
あ
る
、
と
い

齋 藤 昭９０
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う
こ
と
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る

（
４０
）

」。
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
人
間
像
の
原

形
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
モ
ー
セ
に
み
ら
れ
る
答
責
性
に
お
い
て
な
る
呼
応
の
原
理
に

基
づ
く
、
我
―
汝
の
対
話
的
実
存
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
像
に
お
け
る
相
互
の
自
己

（sich
selbst

）
に
関
し
て
は
、
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
人
間
観
の
基
準
に
従
い

（
４１
）

、〈
自
己
〉

と
関
わ
り
、〈
自
己
〉
か
ら
始
め
な
が
ら
も
、〈
自
己
〉
を
超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て

具
体
的
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
通
底
し
て
い
る
。そ
し
て
こ
れ
を
基
底
と
し
て
、

そ
の
具
体
的
人
間
像
は
、
主
観
性
の
彼
方
、
客
観
性
の
此
方
、
我
と
汝
が
出
会
う
か

の
〈
狭
い
尾
根
〉
の
上
に
生
ず
る
〈
間
の
国
（R

eich
des

Z
w

ischen

）
（
４２
）

〉
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
展
望
に
基
づ
い
て
、
単
な
る
人
間
の
論
理

的
分
析
の
み
に
終
始
す
る
存
在
論
を
否
定
し
、
改
め
て
学
と
し
て
の
哲
学
的
人
間
学

（die
philosophische

W
issenschaft

vom
M

enschen （
４３
）

）
を
提
唱
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼

は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
基
準
の
人
間
の
基
本
形
は
〈
我
―
汝
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
我
と
汝
の
間
に

こ
そ
人
間
が
共
存
で
き
る
世
界
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
〈
間
〉
に
こ
そ
ハ

ヤ
ト
ロ
ギ
ア
的
存
在
論
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

�

こ
こ
で
再
び
、
以
上
の
ブ
ー
バ
ー
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
所

論
に
戻
り
、
共
通
時
点
で
の
両
者
の
思
惟
の
帰
趨
と
差
異
に
つ
い
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
は
二
三
年
の
『
我
と
汝
』
に
お
い
て
自
己
の
思
惟
の
拠
点
を
示

す
と
と
も
に
、
爾
後
の
著
作
が
こ
れ
の
補
充
で
あ
り
発
展
で
あ
り
、
そ
の
中
の
一
つ

が
、
人
間
観
の
頂
点
を
示
す『
人
間
の
問
題
』で
あ
り
、
そ
の
社
会
学
的
展
開
が『
ユ
ー

ト
ピ
ア
へ
の
道
（Pfade

in
U

topie.
Paths

in
U

topia. １９５０

）』
で
あ
る
。
そ
の
中
核
に
あ

る
の
は
、
我
―
汝
の
対
話
的
実
存
の
人
間
観
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
『
存
在
と
時
間
』
の
前
半
部
分
と
し
て
公
刊
し
た
一
九
二
七
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大

学
で
『
現
象
学
の
根
本
的
諸
問
題
（D

ie
G

rundproblem
e

der
Phänom

enologie

）』
を
講

義
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
が
『
存
在
と
時
間
』
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
ま
た
そ
の

註
解
的
位
置
に
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
専
攻
の
研
究
に
委
る
が
、
こ
こ
で
は

両
者
の
思
惟
の
比
較
考
察
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
課
題
を
み
る
。

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
世
界
的
な
社
会
変
動
と
共
に
人
間
観
の

再
構
成
が
問
わ
れ
た
時
で
も
あ
る
。
人
間
の
存
在
に
お
け
る
〈
個
〉
の
再
確
認
と
と

も
に
、
人
間
の
形
成
の
根
源
に
、
彼
の「
我
が
汝
と
言
う
こ
と（das

D
u-Sagen

des
Ich

）」

が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
観
に
新
た
な
視
点
が
生
ず
る
よ
う

に
な
っ
た
。
予
感
は
一
八
世
紀
の
ヤ
コ
ー
ビ
に
み
ら
れ
る
が
、
我
―
汝
の
根
源
関
係

の
提
示
は
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
方
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

や
ニ
ー
チ
ェ
を
配
し
つ
つ
も
、
新
た
な
人
間
観
を
拓
く
た
め
に
、
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー

ヘ
ン
や
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
中
に
、
そ
し
て
エ
ー
プ
ナ
ー
の
中
に
確
立
さ
れ
、

表
現
さ
れ
た
。
更
に
は
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
や
オ
イ
ゲ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
シ
ュ
ト
ッ
ク
、

ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
、
カ
ー
ル
・
ハ
イ
ム
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
等
の
神
学
者
に
影
響
を
与
え
る

と
と
も
に
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
グ
リ
ー
ゼ
バ
ッ
ハ
、
リ
ッ
ト
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
マ
ル

セ
ル
等
の
哲
学
へ
も
投
影
し
、
そ
こ
に
新
た
な
人
間
観
が
拓
か
れ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い

（
４４
）

。
ブ
ー
バ
ー
も
そ
の
中
の
顕
著
な
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
精
神
的
状

況
の
中
で
新
た
な
存
在
論
を
つ
き
つ
け
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
、
そ
の
痕
跡
が
あ
る
か
な

い
か
の
検
証
は
、
決
し
て
軽
い
こ
と
で
は
な
い
。
確
か
に
『
存
在
と
時
間
』
に
取
立

て
て
〈
対
話
〉
や
〈
我
―
汝
〉
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
彼
が
存
在
者
の

存
在
を
根
源
的
に
問
う
視
座
の
確
立
の
た
め
に
、
即
ち
存
在
に
対
す
る
問
の
超
越
論

的
地
平
を
拓
く
た
め
に
設
定
し
た
の
が
、〈
現
存
在
〉
と
い
う
視
座
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
の
根
本
機
構
と
し
て
備
え
ら
れ
た
の
が
、〈
世
界
内
存
在
（in-der-W

elt-sein

）〉

と
し
て
の
人
間
存
在
の
構
成
で
あ
っ
た
。
哲
学
は
こ
れ
の
構
図
と
意
味
を
尋
ね
る
こ

と
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
論
に
解
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
最

も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
〈
世
界
内
存
在
〉
に
お
け
る
人
間
の
構
造
的

吟
味
と
把
握
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
こ
れ
に
関

８９ブーバーとハイデガー（Ⅱ）

（１６）



し
て
は
第
二
章
以
下
で
緻
密
に
現
象
学
的
手
法
を
も
配
視
し
つ
つ
、
詳
細
に
考
察
し

て
い
る
こ
と
も
多
言
を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上
述
し
た
よ
う
に
本
書
に
は

〈
世
界
内
存
在
〉
の
徹
底
的
吟
味
に
よ
る
現
存
在
と
し
て
の
、
自
我
と
し
て
の
人
間

の
存
在
論
的
認
識
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
同
時
に
実
存
し
て
い
る
他
者
と
し
て
の
、
自

我
に
対
す
る
他
我
（alter

ego

）
ま
た
は
人
格
的
関
係
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
我
に
対
す

る
汝
の
人
間
像
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
解
明
さ
れ
な
い
と
ブ
ー
バ
ー
の
一

方
的
批
判
と
な
り
、
論
と
し
て
は
不
毛
で
あ
る
。

人
間
存
在
を
単
に
自
我
と
し
て
の
人
間
に
の
み
よ
る
の
で
は
な
く
、
我
―
汝
の
関

係
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
前
世
紀
に
二
〇
年
代
か
ら
顕
著
に

な
っ
た
こ
と
は
上
に
も
述
べ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
も
言
う
よ
う
に
、

そ
こ
で
珍
重
さ
れ
た
〈
出
会
い
（B

egegnung,encounter,m
eeting

）〉
な
る
術
語
は
、
神

学
者
や
教
育
学
者
の
間
に
浅
薄
な
相
言
葉
と
な
っ
て
喧
伝
さ
れ
た
が
、
講
壇
哲
学
は

多
く
が
こ
れ
を
軽
視
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

（
４５
）

。『
存
在
と
時
間
』
に
は
〈
他
者
〉

ま
た
は〈
汝
〉と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
し
か
し
手
懸
り
は
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
第
二
六
節
の
他
者
の
共
現
存
在
と
日
常
的
な
共
存
在
（D

as
M

itdasein

der
A

nderen
und

das
alltägliche

M
itsein

）
と
第
２７
節
の
前
半
部
ま
で
に
及
ぶ
中
で
（
４６
）

、
他

者
と
の
出
会
い
に
お
け
る
自
我
（Ich

）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
自

我
は
〈
他
者
〉
と
出
会
う
が
故
に
、
彼
は
〈
内
存
在
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
者
と

共
な
る
〈
共
存
在
〉
で
あ
り
、
存
在
論
的
に
は
〈
共
現
存
在
（M

itdasein

）〉
で
あ
る
（
４７
）

。

し
か
も
Ｗ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
彼
に
お
い
て
〈
我
〉

が
こ
こ
に
（hier

）、〈
汝
〉
が
そ
こ
に
（da

）、〈
彼
〉
が
か
し
こ
に
（dort

）
と
代
名
詞

に
よ
る
主
語
的
意
義
と
副
詞
に
よ
る
場
所
的
意
義
が
示
さ
れ

（
４８
）

、〈
共
現
存
在
〉
が
〈
世

界
内
存
在
〉
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
も
実
存
論
的
に
構
成
的
で
あ
る

（
４９
）

。
こ
の
よ
う
に
み

る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
我
―
汝
と
い
う
人
間
の
実
存
的
関
係
が
消
去
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
現
存
在
に
よ
る
存
在
の
定
位

が
優
位
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
彼
に
は
ブ
ー
バ
ー
が
否

定
的
に
そ
の
存
在
論
を
否
定
す
る
ば
か
り
か
、
哲
学
的
人
間
学
の
視
点
が
欠
如
し
て

い
る
と
批
判
を
投
げ
る
が
、
こ
れ
は
直
接
的
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
質
的
に
『
存
在
と
時
間
』
は
未
完
で
あ
り
乍
ら
、
第
七
版
で
打
切
り
が
告
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
爾
後
の
事
に
つ
い
て
臆
測
に
よ
り
、
そ
の
思
惟
の
延
長
を

仮
定
的
に
述
べ
る
こ
と
は
不
毛
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
課
題
に
つ
い
て
は
並
行
的
敍
述

で
終
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
対
比
的
に
述
べ
る
限
り
、
そ
れ
は
明
確
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
が
人
間
を
単
に
〈
現
存
在
〉
と
し
て
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
み
た

ミ
ッ
ト

よ
う
に
、〈
共
現
存
在
〉
と
し
て
提
示
し
、〈
共
〉
の
た
め
に
主
語
と
し
て
の
代
名
詞

と
場
所
と
し
て
の
副
詞
も
、
フ
ン
ボ
ル
ト
を
通
し
て
で
あ
る
が
、
明
確
に
示
し
て
い

る
。
問
題
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
〈
我
―
汝
〉
と
い
う
関
係
を
、
自
己
の
思
惟
で
ど
う
位

置
づ
け
て
い
る
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
対
他
を
想
定
し
て
の
〈
我
〉
が
ど
う
捉

え
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
直
接
〈
我
―
汝
〉
が
彼
の
存
在
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、

テ
キ
ス
ト
し
て
は
『
存
在
と
時
間
』
に
よ
り
、
後
者
に
関
し
て
は
『
現
象
学
の
根
本

的
諸
問
題
』
に
よ
り
み
る
も
の
と
す
る
。

ま
ず
前
者
で
あ
る
が
、
手
法
と
し
て
は
、
ブ
ー
バ
ー
と
の
比
較
に
お
い
て
で
あ
る

か
ら
、
比
較
可
能
な
部
分
に
限
定
し
て
考
察
す
る
。
ブ
ー
バ
ー
の
哲
学
が
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
デ
カ
ル
ト
以
来
の
独
我
論
的
な
自
我
の
行
き
詰
り
を
打
破
し
、
我
―
汝
の

対
他
関
係
の
中
か
ら
動
的
に
自
我
の
存
在
を
位
置
づ
け
た
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
の
思

惟
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
は
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
即
ち
ヘ
ブ
ル
的
存
在
論
で
あ
る
。
出
エ

三
・
１４
に
み
ら
れ
る
〉E

hjeh
ascher

E
hjeh

〈
と
い
う
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
よ
る
自
己
言
明

に
対
す
る
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
モ
ー
セ
と
の
呼
応
を
原
型
と
し
た
答
責
性
に
あ
る
。
神

に
応
答
し
自
ら
を
示
す
こ
と
は
そ
の
存
在
論
の
基
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
神
に
語
る

の
と
同
じ
比
重
を
も
っ
て
、
汝
と
し
て
の
他
者
へ
人
格
的
に
語
る
こ
と
に
お
い
て
自
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他 の 存 在 が 現 わ さ れ る の で あ る 。 こ れ を ブ ー バ ー の 文 章 に 求 め る な ら ば 、

『 我 と 汝 』 の 第 一 部 の 三 節 に み る こ と が で き る 。 ハ イ デ ガ ー と の 比 較 も

あ る の で 原 文 で 示 す 。

Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundwort Ich-Du und

das Ich des Grundworts Ich-Es.

Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins von beiden. Das Ich, das er

meint, dieses ist da, wenn er Ich spricht. Auch wenn er Du oder Es spricht,

ist das Ich des einen oder das des anderen Grundworts da.

Ich sein und Ich sprechen sind eins. Ich sprechen und eins der Grund-

worte sprechen sind eins.

Wer ein Grundwort spricht, tritt in das Wort ein und steht darin.

こ の 中 第 三 パ ラ グ ラ フ の 「 我 で あ る こ と と 我 を 語 る こ と と は 同 一 で あ

る （ Ich sein und Ich sprechen sind eins. ）
（ ５１ ）
」 は ブ ー バ ー の 我 ― 汝 の 人 間 観 の ベ ー

ス と な っ て い る も の の 表 明 で あ る と と も に 、 ヘ ブ ル 的 存 在 論 の 端 的 な 表

明 で も あ る 。 凡 そ こ の 認 識 が な い 限 り 、 彼 の 思 惟 は ギ リ シ ャ 化 さ れ 、 本

質 的 把 握 に は 至 ら な い で あ ろ う 。 こ れ に 対 し て ハ イ デ ガ ー の 思 惟 は ど う

で あ ろ う か 。 近 似 の 表 現 は 『 存 在 と 時 間 』 の 中 に 多 々 指 摘 で き る で あ ろ

う が 、 こ こ で は 誤 解 を お そ れ ず 、 ブ ー バ ー の 〉 sprechen 〈 に 対 応 す る も

の と し て 、 〈 言 う （ sagen od. Sage ） 〉 を 同 定 的 に 比 定 し て み る も の と す る 。

ハ イ デ ガ ー は カ ン ト と の 対 応 で 論 理 的 に 深 め て 論 述 し て い る の で 、 こ れ

を 追 っ て 述 べ な け れ ば な ら な い が 、 行 論 の 対 比 的 考 察 上 、 第 三 篇 第 三 章

の 第 六 四 節 の 次 の 一 文 を 手 懸 り と し て み る 。

Im Ich-sagen spricht sich das Dasein als In-der-Welt-sein aus. Aber

meint denn das alltägliche Ich-sagen sich als in-der-Welt-seiend? Hier ist

zu scheiden. Wohl meint das Dasein ich-sagend das Seiende, das es je

selbst ist. Die alltägliche Selbstauslegung hat aber die Tendenz, sich von

der besorgten »Welt« her zu verstehen. Im ontischen Sichmeinen versieht

es sich bezüglich der Seinsart des Seienden, das es selbst ist. Und das gilt

vornehlich von der Grundverfassung des Daseins, dem In-der-Welt-sein

（ ５２ ）

.

引 用 文 の イ タ リ ッ ク は 原 文 の ま ま で あ る が 、 こ こ の 〉das Ich-sagen 〈 は

ハ イ フ ン を 入 れ る こ と に よ り 〈 我 が （ ま た は は ） と 言 う こ と 〉 と 〉Ich 〈 の

主 語 性 を 示 し て い る 。 ブ ー バ ー の 場 合 は Ich sein = Ich sprechen と し て 在

る こ と と 共 に 、 そ の 〉 Ich 〈 は 〉Du 〈 の 存 在 を 前 提 と し て の み あ り 得 る

存 在 で あ り 、 従 っ て 〈 我 ― 汝 〉 に お け る 〈 我 〉 に よ っ て 、 人 間 に お け る

自 然 と の 生 活 が あ る の で あ り 、 人 間 と の 社 会 生 活 が あ る の で あ り 、 そ の

果 に は 〈 我 〉 の 存 在 を 根 底 か ら 支 え る 精 神 的 存 在 と の 生 活 が 前 提 と な っ

て い る
（ ５３ ）

。 別 な 言 葉 で 言 え ば 、 人 間 が 人 間 と し て 在 る た め に は 、 水 平 な 関

係 で の 他 者 な る 人 間 を 人 格 的 存 在 と し て 即 ち 〈 汝 〉 と し て の 関 係 を 自 覚

す る と と も に 、 〉Die verlängerten Linien der Beziehungen scheiden sich im

ewigen Du. 〈
（ ５４ ）
に み ら れ る 永 遠 の 汝 と し て の 超 越 的 存 在＝ 神 と の 垂 直 的 な

関 係 に あ る こ と を 知 る 者 で な け れ ば な ら な い 。 ブ ー バ ー の そ れ は 明 ら か

に ヘ ブ ル 的 存 在 論 に お け る 存 在 論 で あ り 、 そ れ 故 に そ こ に は 語 る こ と と

在 る こ と の 合 一 が 求 め ら れ 、 こ れ を 前 提 と し て 、 人 間 存 在 の 認 識 が あ る

わ け で あ る 。 そ し て 全 て の 発 想 は こ こ か ら 始 ま る 。 こ れ に 対 し て ハ イ デ

ガ ー の 〉 Ich-sagen 〈 に は こ の 三 重 の 構 造 は 見 ら れ な い 。 こ れ に お い て 語

ら れ る の は 〉das Dasein als In-der-Welt-sein 〈 で あ り 、 世 界 内 存 在 と し て

８７
ブ
ー
バ
ー
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
Ⅱ
）

（
１８
）



の
現
存
在
が
一
切
で
あ
る
。
こ
こ
に
〈
我
（
が
）
と
言
う
こ
と
〉
の
我
は
、
ひ
と
が

〈
世
界
内
存
在
し
な
が
ら
〉
そ
れ
で
あ
る
〈
存
在
者
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
〈
我
〉

は
〈
存
在
者
〉
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
存
在
者
に
、
そ
の
存

在
が
そ
れ
で
あ
る
存
在
者
の
存
在
へ
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
〈
現
存
在
〉
は
本
来
的
に
存
在
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
了

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
自
己
性
が
、
実
存
論
的
に

は
、
本
来
的
に
自
己
存
在
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
即
し
て
の
み
、
自
己
の
不

断
の
自
立
性
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。〈
現
存
在
〉
は
こ
の
決
意
性
に
お
い
て
本
来

的
に
自
己
で
あ
り
、
不
断
の
自
立
性
を
存
在
論
的
に
得
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
彼

の
〈
我
（
が
）
と
言
う
こ
と
〉
は
あ
く
ま
で
も
世
界
内
存
在
と
し
て
の
〈
現
存
在
〉

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
の
〈
我
を
語
る
こ
と
〉
に
お
け
る
よ
う
な
広
が

り
は
な
い
。
し
か
し
〉sprechen

〈
に
し
ろ
〉sagen

〈
に
し
ろ
、
語
る
な
り
、
言
う

な
り
は
当
然
他
者
を
前
提
と
し
て
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
我
―
汝
で
示
さ
れ
る
関

係
が
原
型
と
し
て
そ
の
前
提
と
な
る
。〉Ich-sagen

〈
を
右
の
よ
う
に
言
う
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
ブ
ー

バ
ー
の
そ
れ
と
の
対
比
で
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
が
公
刊
さ
れ
た
一
九
二
七
年
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
『
現
象
学
の
根
本
的
諸
問
題
』
を
講
義
し
て
い

る
。
本
書
全
体
の
価
値
評
価
は
、
彼
の
哲
学
―
―
特
に
『
存
在
と
時
間
』
―
―
と
の

関
わ
り
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
課
題
に
即
し
、
そ
の
範
囲
で
比

較
考
察
的
に
み
て
い
く
。
さ
う
す
る
と
自
ず
と
課
題
は
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
お
け
る
〈
我
―
汝
〉
へ
の
言
及
で
あ
り
、『
存
在
と
時
間
』
と
の
関
わ
り

で
の
そ
の
評
価
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
本
書
に
は
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
、
第
二

部

存
在
一
般
の
意
味
へ
の
基
礎
的
存
在
論
的
な
問
い
、
存
在
の
根
本
構
造
と
根
本

テ
ン
ポ
ラ
リ
テ
ー
ト

諸
様
式
、
第
一
章
存
在
論
的
な
差
異
の
問
題
の
第
２０
節
時
間
性
と
時
態
性
以
下
の
記

述
に
散
見
で
き
る
（
５５
）

。
そ
の
主
な
も
の
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
か
を
概
観
し
、
彼
の
こ
れ
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
、『
存
在
と

時
間
』
と
の
関
わ
り
を
踏
え
て
、
ブ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
比
較
し
、
課
題
を
見
て
い
き

た
い
。

そ
の
た
め
人
間
の
現
存
在
の
実
存
を
解
明
す
る
に
は
、
主
観
―
客
観
―
関
係
か
ら

始
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
観
が
客
観
を
必
要
と
し
、
客
観
も
ま
た
主

観
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
必
然
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
主
観
―
客
観
の
対
象
化
が
あ
り
、
対
象
は
対
象
化
す
る
主
観
に
対
し
て
あ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
主
観
―
客
観
―
関
係
の
実
存
は
主
観
の
実
存
の
あ
り
方
に
関

わ
る
が
、
こ
の
関
係
は
主
観
の
概
念
の
中
に
あ
り
、
主
観
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
関

係
す
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
こ
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
は
志
向
性
（Intentionalität

）

が
主
観
の
概
念
に
お
い
て
共
に
思
惟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
現
存
在

の
実
存
に
は
こ
の
志
向
性
が
関
わ
る
の
で
あ
り
、
実
存
す
る
と
は
存
在
者
に
自
ら
を

関
わ
ら
せ
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。つ
ま
り
実
存
す
る
と
は
、

常
に
他
の
存
在
す
る
も
の
と
と
も
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
か
か
る
実
存
は
人
間
の
現

存
在
の
本
質
に
属
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
５６
）

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
ほ
ぼ
次
の
八
項

目
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
彼
の
〈
世
界
内
存
在
〉
の
現
存
在
の
実
存
が
現
存
在
の
超

越
と
規
定
さ
れ
る
現
象
を
形
成
す
る
機
縁
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
故
、
そ
の
哲

理
を
見
る
上
で
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
に
自
己
理
解
は
反
省
さ
れ
た
、
自
我
―
経
験
と
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
現
存
在
の
そ
の
時
々
の
在
り
方
と
と
も
に
、
本
来
性
と
非
本

来
性
と
い
う
根
本
形
式
に
お
い
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
現
存
在
の

存
在
に
は
〈
世
界
内
存
在
〉
が
属
し
て
い
る
の
で
、〈
自
然
〉
は
そ
れ
に
単
に
付
与

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
世
界
の
存
在
が
な
く
と
も
、
ま
た
現
存
在
が
実
存
し

な
く
と
も
、
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
非
現
存
在
的
あ
る
も
の
の
存
在
が
、

齋 藤 昭８６
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豊
か
で
複
雑
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
目
の
前
の
物
と
の
関
わ
り
で
は
、
普
通

の
性
格
づ
け
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
現
存
在
が
正
し
く
概
念
が
把
握

さ
れ
た
自
己
理
解
か
ら
、
自
己
意
識
の
分
析
が
実
存
体
制
の
解
明
を
前
提
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
第
五
に
〈
世
界
内
存
在
〉
に
あ
る
こ
と
を
現
存
在
の
根
本
構
造
で
あ

る
と
性
格
づ
け
る
こ
と
は
、
内
世
界
的
な
存
在
者
へ
自
ら
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
て
あ

り
、
そ
の
志
向
性
は
現
存
在
の
特
有
の
超
越
を
前
提
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
六

に
、
存
在
者
へ
関
わ
る
志
向
性
に
は
、
志
向
（intentio

）
が
そ
の
つ
ど
属
し
て
い
る

故
、
存
在
者
の
存
在
の
理
解
が
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
と
連
関
し
て
い
る
こ
と
、
即

ち
志
向
性
に
属
す
る
存
在
の
理
解
は
、
現
存
在
の
存
在
と
と
も
に
、
非
現
存
在
的
な

内
世
界
的
存
在
者
の
存
在
を
包
括
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
第
七
に
全
て
の
存
在
者

を
あ
る
仕
方
で
包
括
す
る
存
在
に
つ
い
て
の
理
解
は
無
差
異
で
あ
る
と
同
時
に
差
異

可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
第
八
に
実
存
と
目
の
前
に
あ
る
直
前
の
存
在
は
、

オ
ン
ト
ロ
ギ
ー

伝
統
的
な
存
在
論
に
お
け
る
神
の
存
在
の
諸
規
定
と
人
間
の
存
在
の
諸
規
程
よ
り
以

上
に
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
存
在
の
諸
様
式
の
可
能
な
多
様
性
に

つ
い
て
存
在
の
概
念
の
統
一
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
同
時
に
存

在
者
の
日
常
的
理
解
に
お
い
て
露
わ
に
な
る
よ
う
な
存
在
の
無
差
異
は
、
根
源
的
な

存
在
の
概
念
の
統
一
性
に
対
し
て
、ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
５７
）

。

か
か
る
八
つ
の
事
柄
は
そ
れ
故
に
、
人
間
の
実
存
と
現
存
在
の
本
質
に
属
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
統
一
的
に
捉
え
る
か
で
あ
る
。

確
か
に
こ
れ
ら
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
〈
言
明
（A

ussage

）〉
に
よ
り
伝
達
可

能
で
あ
る
。
と
同
時
に
そ
こ
に
必
然
的
に
生
ず
る
〈
対
話
（G

espräch

）〉
は
単
な
る

言
明
や
伝
達
の
連
続
で
は
な
い
、
こ
れ
の
理
想
的
形
態
は
学
的
対
決
（die

w
issen-

schaftliche
A

useinandersetzung

）で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
基
づ
い
た
哲
学
的
対
話
は
、

存
在
者
の
任
意
の
基
本
的
姿
勢
を
前
提
と
し
つ
つ
、
実
存
の
よ
り
根
源
的
な
内
実
を

も
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
語
的
伝
達
の
可
能
性
を
前
程
と
し
た

〈
言
明
〉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
言
明
は
伝
達
を
明
示
す
る
が

（
５８
）

、

対
話
は
こ
こ
に
成
立
す
る
。
そ
の
基
本
型
は
〈
我
―
汝
〉
で
あ
る
。

我
々
が
〈
言
明
〉
に
お
い
て
期
待
す
る
の
は
、
そ
れ
が
伝
達
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
伝
達
可
能
で
あ
る
の
は
言
明
が
真
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
言
明
が
真
で
あ
る
の
は
、

諸
物
の
中
に
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
悟
性
〔
知
性
〕
の
中
に
あ
る
の
で
も
な
い
と
言

い
、
正
に
真
理
は
諸
物
と
現
存
在
と
の
〈
間
〉
の
中
間
に
（in

der
M

itte

〉zw
ischen

〈dem

D
ingen

und
dem

D
asein （

５９
）

）
に
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
敢
て
こ
こ
に
原
文
で
示
し

た
の
は
、
彼
の
存
在
論
の
発
想
が
〈
世
界
内
存
在
〉
に
存
在
者
の
存
在
を
現
存
在
を

確
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
端
無
く
も
、
真
理
の
所
在
を
〉zw

ischen

〈
に
措
定
し
た

こ
と
の
中
に
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
、
ブ
ー
バ
ー
と
同
じ
境
位
で
確
認
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
両
者
の
発
想
の
出
発
点
も
帰
着
点
も
存
在
論
的
に
は
隔
絶
し
て
い
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、〈
間
〉
に
真
理
の
所
在
を
見
出
し
て
い
る
点
は
、
そ

こ
に
当
然
生
起
す
る
我
―
汝
の
考
想
と
と
も
に
、
類
似
と
差
異
を
明
確
に
比
較
考
察

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
、
世
界
内
存
在
は
存
在
者
の
存
在
を
現
存
在
に
お
い
て
確
認

す
る
根
本
規
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
人
間
理
解
の
基
底
と
な
る

の
で
あ
る
。
現
存
在
は
本
質
上
、
世
界
内
存
在
で
あ
る
故
に
、
企
投
（E

ntw
urf

）
は

そ
の
都
度
世
界
内
存
在
の
可
能
性
を
露
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
す
る

こ
と
は
、
事
実
的
に
実
存
し
て
い
る
世
界
内
存
在
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

示
す
。
意
味
は
、
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
事
態
の
可
能
性
で
あ
る
、

他
者
と
共
に
あ
る
こ
と
、
即
ち
あ
る
特
定
の
可
能
な
内
世
界
的
な
存
在
者
へ
関
わ
っ

て
存
在
す
る
こ
と
が
、
常
に
既
に
企
投
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
な
言

い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
内
存
在
が
現
存
在
の
根
本
体
制
に
属
し
て
い
る
が
故

に
、
実
存
す
る
現
存
在
は
本
質
上
、
内
世
界
的
な
存
在
の
も
と
に
存
在
す
る
こ
と
と

８５ブーバーとハイデガー（Ⅱ）

（２０）



し
て
他
者
と
共
に
あ
る
（M

itsein

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
者
と
共
に
あ
る
こ
と

は
、
他
世
界
内
存
在
に
共
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、

こ
れ
が
我
―
汝
―
関
係
（Ich-D

u-V
erhältnis

）
の
原
型
で
あ
り
、
現
存
在
と
現
存
在
と

の
関
係
と
し
て
世
界
内
存
在
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
共
に
存
在
の
存
在
論

的
な
実
存
的
な
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
具
体
的
な
人
間
学
へ
の
種
々
の
問
い

と
な
る
も
の
で
も
あ
る
（
６０
）
。
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
の
哲
学
、
基
礎
的
存
在
論
か

ら
の
〈
我
―
汝
〉
の
現
存
在
理
解
と
し
て
の
世
界
理
解
、
自
己
理
解
が
あ
る
。
基
本

的
に
は
こ
の
点
に
お
い
て
ブ
ー
バ
ー
と
の
比
較
対
比
は
可
能
で
あ
る
が
、
少
し
く
そ

の
考
え
方
を
補
強
し
て
お
く
。

世
界
が
在
る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、

現
存
在
が
現
に
在
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
現
存
在
が
世
界
内
存
在
と
し
て
実
存

す
る
時
に
の
み
、
現
存
在
理
解
が
世
界
と
自
己
の
理
解
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
世
界
と
世
界
が
一
つ
の
存
在
者
の
中
に
、
つ
ま
り
現
存
在
の
中
に

共
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
世
界
と
自
己
は
、
主
観
と
客
観
、
我

と
汝
の
よ
う
に
二
つ
の
存
在
者
で
は
な
く
、
世
界
内
存
在
の
在
る
こ
と
の
構
造
的
統

一
に
お
け
る
、
現
存
在
そ
れ
自
体
の
根
本
的
な
規
定
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
定
か

ら
彼
の
我
―
汝
観
も
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
〈
主
観
〉
が
世
界
内
存
在
で
あ

る
こ
と
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
主
観
は
か
か
る
自
己
と
し
て
、

あ
る
他
の
主
観
に
と
っ
て
〈
汝
〉
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
我
は
実
存
す
る
自
己
で

あ
る
限
り
に
お
い
て
、〈
汝
〉
と
し
て
即
ち
自
己
と
し
て
の
あ
る
他
者
に
と
っ
て
の

可
能
な
〈
汝
〉
で
あ
る
。
他
者
と
共
に
在
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
可
能
的
に
汝
で

あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
他
者
と
共
に
在
る
こ
と
に
お
い
て
、
あ
る

可
能
的
な
〈
汝
〉
で
在
る
と
し
て
実
存
す
る
の
が
〈
我
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
〈
汝
〉
と
は
、〈
我
〉
と
共
に
一
つ
の
世
界
内
存
在
の
〈
汝
〉

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
〈
我
―
汝
〉
関
係
が
、
あ
る
特
殊
な
実
存
的
関
係

を
表
わ
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
〈
我
―
汝
〉
関
係
は
世
界
内
存
在
に
お
い
て
の

み
理
解
が
可
能
で
あ
る

（
６１
）

。

こ
れ
以
後
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
問
題
を
自
ら
思
念
す
る
超
越
（T

ranszendenz

）
の

概
念
か
ら
、
存
在
論
的
に
解
明
し
て
い
る
が
、
彼
の
理
論
そ
の
も
の
を
根
源
的
に
把

握
し
、一
つ
の
体
系
的
理
解
に
至
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
が
、

我
々
が
求
め
て
い
る
も
の
で
は
、
以
上
で
、
完
全
と
は
云
わ
な
い
ま
で
も
、
ほ
ぼ
十

分
で
あ
る
。〈
我
―
汝
〉
の
生
起
す
る
基
点
が
、
そ
の
論
理
構
成
の
た
め
、
反
復
指

摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
以
上
ま
で
の
両
者
の
思
想
に
対
し
て
結
論
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

結

語

一
九
二
三
年
の
ブ
ー
バ
ー
の『
我
と
汝
』の
出
現
は
、
一
九
世
紀
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
思
想
の
流
れ
に
一
つ
の
転
回
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
表
明
が

論
理
的
で
あ
る
よ
り
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
形
式
を
と
っ
た
の
で
、
論
理
を
重
視
す
る

ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
正
統
と
目
さ
れ
て
き
た
哲
学
の
上
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
、
ま
ず
無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
影
響
は
倫
理
学
や
神
学
、

更
に
は
教
育
学
に
大
き
く
あ
り
、
転
回
点
に
あ
っ
た
心
理
学
に
も
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
部
の
目
利
き
と
目
さ
れ
る
東

西
の
哲
学
者
が
注
目
し
、
自
己
の
論
理
と
対
応
し
て
い
た
事
実
は
無
視
で
き
な
い
。

こ
れ
が
喧
伝
さ
れ
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
で
あ
る
が
、依
然
と
し
て
倫
理
学
、

神
学
や
教
育
学
等
と
の
絡
み
に
於
て
で
あ
り
、
所
謂
�
純
哲
�
と
言
わ
れ
る
哲
学
一

般
か
ら
は
、
一
部
を
除
い
て
、
軽
視
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
二
七
年
の
『
存
在
と
時
間
』
第
一
部
の
出
現
は
、
カ
ン
ト

以
来
の
画
期
的
出
来
事
で
あ
り
、
第
二
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
革
命
と
言
っ
て
よ
い
程

齋 藤 昭８４
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の
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
は
今
更
言
う
必
要
も
あ
る
ま
い
。シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
ガ
ー
、フ
ァ

リ
ア
ス
等
に
よ
る
ナ
チ
協
力
の
批
難
文
書
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
声
価
は
不
動
で
あ
っ

た
。
思
い
出
話
で
恐
縮
だ
が
、
一
九
五
五
年
代
初
頭
、
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
の
人
間
理
解

に
行
き
詰
り
を
感
じ
、
ブ
ー
バ
ー
の
『
我
と
汝
』
を
手
探
り
で
読
み
始
め
て
い
た
こ

ろ
、
教
育
哲
学
で
は
デ
ュ
ー
イ
と
ボ
ル
ノ
ー
は
流
行
の
二
つ
の
先
端
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ら
に
目
も
く
れ
ず
現
象
学
や
『
存
在
と
時
間
』
に
取
組
む
と
共
に
、
タ
イ
プ
印

刷
製
本
の
Ａ
４
版
位
の
『
現
象
学
の
根
本
的
諸
問
題
』
を
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
に
哲
学

科
の
一
群
の
研
究
者
の
卵
た
ち
が
読
ん
で
い
た
の
を
思
い
出
す
。
両
者
が
ど
れ
程
正

確
に
読
ま
れ
、
理
解
さ
れ
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
一
時
期
実
存
と
か
対
話
と
か
で
持

囃
さ
れ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
精
神
的
状
況
の
中
で
自
ら

の
研
究
を
進
め
て
き
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
も
、
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル
ガ
ー
に
よ
る

外
郭
か
ら
の
考
察
だ
け
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
最
大
の
哲
学
に
対
し
て
何
ら
か
の
発

言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
き
た
。

私
は
こ
れ
ま
で
ブ
ー
バ
ー
の
教
育
思
想
や
自
己
の
教
育
哲
学
に
つ
い
て
は
著
書
の

形
で
公
刊
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
背
景
に
あ
る
思
想
状
態
を
明
確
に
す
る
意
味

で
、
ブ
ー
バ
ー
と
の
比
較
思
想
を
念
頭
に
し
つ
つ
、
現
在
ま
で
Ｇ
・
シ
ョ
ー
レ
ム
、

Ｋ
・
バ
ル
ト
、
Ｍ
（
Ｈ
）・
ゲ
ル
ゾ
ン
、
Ｆ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
に
つ
い
て
考

察
し
、
今
回
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
他
に
も
、
Ｅ
・
ズ
ィ
モ
ン
、

Ｎ
・
Ｎ
・
グ
ラ
ッ
ツ
ァ
ー
等
も
対
象
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ー
バ
ー
を
側
面
か

ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。

ブ
ー
バ
ー
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
云
う
場
合
、
ど
こ
に
接
点
が
あ
り
、
差
異
、
断
絶
が

あ
る
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
二
部
に
分
け
て
考
察
し
た
。
そ
の
際
注
意
し
た

の
は
、
二
人
の
政
治
的
発
言
や
活
動
に
つ
い
て
は
一
切
捨
象
し
、
両
者
の
哲
学（
ブ
ー

バ
ー
の
哲
学
的
人
間
学
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
）
を
中
心
に
、
対
比
的
に
考
察
す

る
こ
と
に
限
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
ブ
ー
バ
ー
に
は
、
本

文
で
述
べ
た
よ
う
な
、ま
と
ま
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
論
文
が
あ
る
が
、ハ
イ
デ
ガ
ー

に
は
全
く
そ
れ
が
無
い
と
い
う
落
差
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
は
ブ
ー
バ
ー

の
批
判
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
本
的
立
場
が
ど
う
あ
る
か
の
解
明
で
あ
る
。

こ
れ
に
伴
っ
て
『
存
在
と
時
間
』
に
は
見
え
な
い
で
、『
現
象
学
の
根
本
的
諸
問
題
』

の
後
半
部
分
に
散
見
さ
れ
る
〈
我
―
汝
〉
の
彼
独
自
の
人
間
観
で
あ
る
。
こ
れ
を
比

較
的
に
見
る
と
共
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
自
己
の
基
礎
的
存
在
論
に
対
し
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
た
か
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ブ
ー
バ
ー
の
思
惟
は
彼
独
自
の
カ
バ
ラ
や
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
ム
解
釈
と
聖
書
に
基
づ

く
神
観
、
人
間
観
、
社
会
観
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
中
に
上
下
、
左
右
全
方
位
に
亘
る

関
係
の
呼
応
の
原
理
に
よ
る
我
―
汝
の
対
話
が
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
我
―
そ
れ
と

い
う
非
人
格
的
、物
的
な
支
配
の
関
係
を
超
越
し
た
我
―
汝
の
人
格
的
関
係
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
土
台
に
し
た
個
人
的
・
集
団
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
閉
鎖
的
な
人

間
関
係
が
止
揚
さ
れ
、
新
た
な
人
間
・
社
会
的
原
理
に
よ
る
人
間
が
人
間
と
し
て
真

に
生
き
る
新
し
い
社
会
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
視
さ
れ
て
き
た
社
会
の
実
現
に
息
づ
く
の
で
あ
る
。〈
間
の
国
〉
へ
の
実
現
の

希
望
と
実
践
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る

（
６３
）

。
そ
こ
に
要
請
さ
れ
る
も
の

は
、
こ
れ
を
前
提
と
さ
れ
る
も
の
が
、
人
間
の
人
格
と
全
て
の
存
在
と
の
本
質
的
連

関
及
び
人
間
的
人
格
の
全
て
の
存
在
へ
の
関
係
に
つ
い
て
の
洞
察
と
し
て
の
、
学
と

し
て
の
哲
学
的
人
間
学
で
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

如
何
に
論
理
的
に
精
緻
で
あ
っ
て
も
、
哲
学
的
人
間
学
の
視
点
を
欠
落
し
、
人
間
の

実
存
的
存
在
を
単
に
現
存
在
を
通
し
て
の
み
存
在
と
定
位
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎

的
存
在
論
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
そ
れ
は
具
体
的
な
人
間
を
、
人

間
と
は
何
か
と
具
体
的
に
問
う
の
で
は
な
く
、
人
間
が
も
っ
て
い
る
本
質
的
関
係
を

結
紮
し
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
か
、
人
間
と
は
何
か
と
い
う
問
に
対
し
て
も
、
存
在
の

周
辺
に
ゐ
る
末
端
の
人
間
（der

M
ensch

am
R

ande
od.

an
den

R
and

des
Seins

gelangte

８３ブーバーとハイデガー（Ⅱ）

（２２）



M
ensch

）
の
知
識
を
与
え
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
に
対
し
て
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
反
批
判

を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｋ
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
る
、
そ
の
哲
学
の
根
幹
に
関

わ
る
批
判
に
対
し
て
も
徹
底
的
に
沈
黙
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ー
バ
ー

の
論
評
に
、
た
と
え
知
っ
て
い
て
も
答
え
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

彼
の
基
礎
的
存
在
論
へ
の
問
は
「
な
ぜ
一
般
に
存
在
者
が
在
り
、
し
か
も
そ
れ
ど
こ

ろ
か
無
が
あ
る
の
で
な
い
の
か
」
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
反
復
問
い
乍
ら
、
そ
の

形
而
上
学
上
の
意
味
を
構
成
し
て
い
く
。ブ
ー
バ
ー
の
批
判
は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
全
く
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
の
こ
の
問
こ
そ
、
こ
れ
ま
で

哲
学
史
上
全
く
問
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
最
も
広
く
、
最
も
深
い
問
い
で
あ
り
、
根

源
的
な
問
い
で
あ
る
と
い
う
自
負
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
全
ゆ
る
皮
相
と
浅
薄
に

背
を
向
け
、
そ
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
領
域
の
究
極
、
極
限
に
ま
で
突
き
進
ん

で
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
６４
）

。
そ
れ
は
ま
た
〈
存
在
〉
と
は
何
か
を
問
い
の
究

極
と
し
て
解
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
安
易
に
そ
の
解
を
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
〈
存
在
〉
の
対
に
「
無
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
問
い
へ
の
解
も
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
存
在
者

の
存
在
を
存
在
者
の
現
存
在
を
通
し
て
み
る
と
し
た
の
も
、
こ
の
両
刃
の
剣
に
解
答

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
の
課
題
を
こ
こ
に
設
定
し
、
異
常

な
ま
で
に
存
在
者
の
存
在
を
現
存
在
か
ら
徹
底
的
に
問
い
出
す
時
、
彼
に
あ
っ
て
排

除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
人
間
学
、
哲
学
的
人
間
学
で
あ
っ
た

（
６５
）

。
そ
し
て
ま
た

彼
の
〈
我
―
汝
〉
の
存
在
論
的
規
定
は
〈
世
界
内
存
在
〉
の
存
在
論
か
ら
構
成
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
が
そ
の
対
極
と
し
て
設
定
し
て
い
る
〈
我
―
そ
れ
〉
の
関

係
は
欠
如
し
て
い
る
。
表
現
に
お
い
て
近
く
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
内
実
に
お

い
て
吟
味
し
な
け
れ
ば
同
定
も
比
較
も
で
き
い
も
の
を
含
む
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

両
者
の
間
に
は
、
比
較
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
多
く
の
難
点
が
あ
る

の
を
見
る
。
先
に
言
っ
た
よ
う
に
安
易
な
同
定
を
見
た
り
差
異
性
を
強
調
し
て
も
不

毛
な
論
議
を
つ
く
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
は
共
に
二
〇
世
紀
思
想
の
上
に
大

き
な
影
響
を
与
え
、
二
一
世
紀
の
今
日
に
も
生
き
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
比

較
に
よ
り
批
判
吟
味
し
つ
つ
そ
の
意
義
を
評
価
し
、
学
ぶ
べ
き
も
の
は
学
び
、
生
か

す
べ
き
で
あ
る
。
単
な
る
古
典
と
し
て
で
な
く
批
判
的
に
評
価
し
、
現
代
に
生
き
る

思
想
と
す
る
の
が
、
研
究
者
の
使
命
と
考
え
る
故
に

（
６６
）

。
（
二
〇
〇
四
・
九
・
二
三
）

註

（
１
）

M
artin

H
eidegger,E

inführung
in

die
M

etaphysik,N
iem

eyer,１９５３
.S.６４

.

（
２
）

V
gl.Platonis

O
pera,T

om
.I,Sophistes,２４４

-a.,O
xford,１９７３

.

（
３
）

V
gl.H

eidegger,a.a.O
.,S.１

〜４
.

（
４
）

V
gl.

D
erselbe,

E
inführung

in
die

M
etaphysik,

S.１４
f.,

u.
Sein

und
Z

eit.
N

iem
eyer,

１９６３
.

S.２１
f.u.３７

f..

（
５
）

V
gl.D

erselbe,H
olzw

ege,K
losterm

ann,１９７２
,S.１７９

u.１８７
.

（
蛇
足
で
あ
る
が
、〉Holz-

w
ege

〈
に
は
多
く
〈
森
の
道
（
径
）〉〈
林
道
〉
な
ど
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
手
元
の

ヴ
ァ
ー
リ
ッ
ヒ
の
ド
イ
ツ
語
辞
典
で
も
、
第
一
義
に
は
〉nur

der
W

aldw
irtschaft

dienender

W
eg

〈
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
〈
林
道
〉
で
、
意
味
は
森
林
中
の
材
木
を
運

ぶ
た
め
の
材
木
運
搬
路
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
〉der

keine
O

rte
m

iteinander
rer-

bindet

〈
と
い
う
よ
う
に
、
森
の
奥
で
消
え
て
し
ま
う
道
で
も
あ
る
（
こ
れ
を
わ
が
国
の
独
和

そ
ば

辞
典
で
〉
杣
道
（
奥
地
で
は
消
え
る
）〈
と
記
し
た
の
は
佐
藤
通
次
他
二
人
に
よ
っ
て
な
っ
た

岩
波
の
独
和
辞
典
で
あ
る
。
皇
道
哲
学
者
と
し
て
の
彼
は
戦
後
逸
速
く
丸
山
真
男
に
よ
っ
て

否
定
的
に
評
価
さ
れ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
が
（「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
参
照
）、

筆
者
か
ら
直
接
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
同
じ
く
岩
波
の
田
中
菊
雄
他
二
名
と
な
っ
て
い
る
『
英

和
辞
典
』
が
、
殆
ん
ど
田
中
一
人
に
よ
っ
て
な
っ
た
の
に
併
せ
て
三
名
共
著
と
し
た
も
の
で
、

齋 藤 昭８２

（２３）



実 質 的 に 佐 藤 一 人 の 手 に よ っ て な っ た も の で あ る 。 訳 語 、 語 義 の 正 確 を 期 し た

ド イ ツ 語 学 者 と し て の 仕 事 に は 偏 見 な く 評 価 す べ き で あ る と 考 え る 。 ハ イ デ ガ ー

の 》Holzwege 《 に も 佐 藤 が 示 し た 〈 杣 道 〉 を あ て る の が 妥 当 で あ る 。 彼 の 暗 示

に 満 ち た こ の 詩 文 は 『 杣 道 』 の 冒 頭 に 付 さ れ た も の で あ る が 、 〉Im Holz sind Wege,

die meist verwachsen jäh im Unbegangenen aufhören. 〈 と あ る 。 こ れ を 高 坂 正 顕 は

「 か か る 〈 木 〉 の 中 に 道 あ り 。 そ は 多 く は 茂 み に 蔽 わ れ て 、 突 如 と し て 人 跡 絶

え し 所 に 至 っ て 社 絶 ゆ 」 と 訳 し て い る 。 木 樵 や 森 の 番 人 は 杣 道 の 全 て を 知 る 、

そ の 道 が 森 か ら 材 木 を 搬 び 出 す 林 道 で あ る と 同 時 に 、 そ れ が 森 の 中 に 消 え 去 り

ゆ く 道 で あ る こ と も 。 ハ イ デ ガ ー の こ の 詩 文 は 彼 の 哲 学 が Holzweg の 性 格 を も っ

て い る と と も に 、 そ れ 故 に 前 人 未 倒 の 世 界 で あ り 、 そ れ と 立 向 う 彼 の 自 負 も 示

し て い る 、 と 見 ら れ る も の と 解 す る 。 （ 高 坂 正 顕 『 ハ イ デ ガ ー は ニ ヒ リ ス ト か 』

創 文 社 、 昭 和 二 八 ・ 三 〜 七 〇 頁 参 照 ） ） 。

（ ６ ） Vgl. Heidegger, a. a. O., S.１８７.

（ ７ ） Vgl. Derselbe, Einfühlung in die Metaphysik, S.１５３.

（ ８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１.

（ ９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２ 〜５.

（ １０ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.５.

（ １１ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.６ 〜７.

（ １２ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.７unten f..

（ １３ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.８.

（ １４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.９.

（ １５ ） Derselbe, ebenda.

（ １６ ） Derselbe, a. a. O., S.１０.

（ １７ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１１ 〜１４.

（ １８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１４unten 〜１５.

（ １９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１５.

（ ２０ ） Vgl. Martin Buber, Urdistanz und Beziehung. Lambert Schneider,１９６０, S. I （Vor-

wort ）.

（ ２１ ） Vgl. Derselbe, Werke. Lambert Schneider,１９６２. Bd. I, S.３６０ 〜３８０.

（ ２２ ） Vgl. Grete Schaeder, Martin Buber, Hebräischer Humanismus. Vandenhoeck & Ru-

precht,１９６６. S.３４７ 〜３５２.

（ ２３ ） ハ イ デ ガ ー 批 判 の 先 駆 的 位 置 に あ る カ ー ル ・ レ ー ヴ ィ ッ ト は 終 生 批 判 の 手 を

ゆ る め る こ と は な か っ た 。 純 粋 に 学 問 的 視 点 か ら と の み と は 言 え な い 。 日 本 に

亡 命 し 、 や が て ア メ リ カ へ と 逃 れ た 背 後 に ユ ダ ヤ 人 に 対 す る ナ チ ズ ム と ヒ ト ラ ー

の あ る 事 は 否 定 で き な い 。 ア イ ン シ ュ タ イ ン や レ ヴ ィ ナ ス の 論 説 に も こ れ を 見

る こ と が で き る し 、 ブ ー バ ー も 例 外 で は な い （Vgl. Buber, Werke, Bd. I, S.１１２２ ） 。

し か し 彼 は 本 書 で そ の 視 点 か ら ハ イ デ ガ ー を 批 判 す る こ と は 抑 制 し て い る 。 観

方 に よ っ て は 、 そ れ を 避 け る た め に 、 批 判 の 面 は シ ェ ー ラ ー と の 関 わ り で 自 ら

の 基 本 的 な 姿 勢 （ 考 え 方 ） を 表 現 し た と も と れ る の で あ る 。

（ ２４ ） Vgl. Buber, Werke Bd. I, S.３６０ 〜３８０.

（ ２５ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３６０.

（ ２６ ） Derselbe, ebenda.

（ ２７ ） Vgl. Heidegger, Sein und Zeit. S.２８０ 〜２８９.

（ ２８ ） Vgl. Buber, W. Bd. I, S.３８０.

（ ２９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８３.

（ ３０ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８１.

（ ３１ ） Derselbe, a. a. O., S.３８２unten f..

（ ３２ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８３.

（ ３３ ） Vgl. Derselbe, ebenda.

（ ３４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８４.

（ ３５ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８３.

（ ３６ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３８４.

（ ３７ ） Derselbe, a. a. O., S.１８６f..

（ ３８ ） Derselbe, a. a. O., S.１８７.

（ ３９ ） Derselbe, ebenda.

（ ４０ ） Derselbe, a. a. O., S.３８３unten f..

（ ４１ ） ブ ー バ ー の 哲 学 的 人 間 学 は 我 ― 汝 に お け る 対 話 的 実 存 の 人 間 学 で あ り 、 そ の

基 準 は 相 互 の 人 格 の 尊 重 に あ る 。 そ の 際 〈 我 〉 は 主 格 と し て あ る が 、 こ れ を 対

格 と し て み る な ら ば 〈 自 己 〉 で あ る 。 し か し ブ ー バ ー に あ っ て は 『 我 と 汝 』 以

下 こ れ と 関 連 す る 著 作 の 中 で 〈 自 己 〉 と し て 正 面 切 っ て 考 察 さ れ て い る も の は

無 い と 言 っ て よ い 。 人 間 の 〈 自 己 〉 を と り あ げ 、 こ の あ り 方 を 論 じ て ゐ る の は

ハ シ デ ィ ズ ム の 人 間 観 に お い て で あ る 。 そ の 代 表 的 な 著 作 は 》Der Weg des Men-
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schen nach der chassidischen Lehre. １９４８ 《 （Vgl. Martin Buber, Werke III. S. ７１５ 〜

７３８ ） で あ る 。

（ ４２ ） Vgl. Buber, W. I, S.４０６.

（ ４３ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３１０.

（ ４４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２９１ 〜３０５.

（ ４５ ） Vgl. Michael Theunissen, Der Andere, Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.

Gruyter,１９８１, S.４８３.

（ ４６ ） Vgl. Heidegger, Sein und Zeit. S.１７７ 〜S.１２６.

（ ４７ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１１８.

（ ４８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１１９.

（ ４９ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１２０f..

（ ５０ ） Vgl. Buber, a. a. O., S.７９.

（ ５１ ） ブ ー バ ー の こ の 文 に 対 す る 訳 が 今 の と こ ろ 三 種 あ る 。 但 し 先 駆 的 な も の に 野

口 啓 祐 訳 『 孤 独 と 愛 』 が あ る が 、 初 訳 と し て 訳 や 文 の 配 置 に 難 点 が あ る の で 除

外 す る 。 残 る 一 つ の 岩 波 刊 の 訳 は 「 〈 わ れ 〉 が 存 在 す る こ と と 、 〈 わ れ 〉 が 語 る

こ と と は 同 じ で あ る 」 で あ り 、 も う 一 つ の み す ず 刊 の 訳 は 「 我
�

で あ る こ と と 、

我
�

を 語 る こ と と は 同 一 で あ る 」 と な っ て い る 。 〉Ich sein 〈 , 〉Ich sprechen 〈 の 原 文 を

前 者 は 〉Ich 〈 を 全 て 主 語 に 訳 し 、 後 者 は 述 語 的 、 目 的 語 に 訳 し て い る 。 同 一 文 で

か ゝ る 文 法 的 転 倒 は 翻 訳 上 重 大 で あ る 。 文 法 的 に ド イ ツ 語 で 不 定 詞 は 主 語 を と

ら な い の が 定 則 で あ り 、 常 識 で あ る 。 従 っ て 岩 波 版 の は 明 ら か に 誤 訳 で あ り 、

み す ず 版 が 正 訳 で あ る （ こ の 点 に 関 し て 筆 者 も 研 究 者 の 一 人 と し て の 責 任 に お

い て 「 思 想 の 〈 翻 訳 〉 と 〈 解 釈 〉 に つ い て 」 （ 三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要 第 三 八

号 、 一 九 八 七 ） な る 一 文 を 発 表 し 、 両 訳 者 に 抜 刷 を 送 付 し 、 見 解 を 求 め た 。 み

す ず 刊 の 訳 本 の 翻 訳 者 故 田 口 義 弘 氏 か ら は ゲ ル マ ニ ス ト と し て の 誠 意 あ る 回 答

を 頂 い た 。 岩 波 文 庫 刊 の 訳 者 植 田 重 雄 氏 か ら は 回 答 は な か っ た 。 翻 訳 上 、 又 思

想 解 釈 上 重 大 と 考 え る の で 敢 て 付 言 し て お く ） 。 な お ハ イ デ ガ ー の 場 合 、 引 用 し

た 文 の 中 の 〉 Ich-sagen 〈 に お い て は ハ イ フ ン を 入 れ る こ と に よ り 〉 Ich 〈 の 主 語

で あ る こ と を 示 し て お り 、 各 訳 も 可 で あ る 。

（ ５２ ） Vgl. Heidegger, a. a. O., S.３２１.

（ ５３ ） Vgl. Buber, a. a. O., S.１４６unten f..

（ ５４ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.１２８.

（ ５５ ） Vgl. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, in Gesamtausgabe, II. Ab-

teilung : Vorlesungen１９２３ 〜１９４４. Bd. ２４. Klostermann. １９７７ Dritte Aufl. S.３８９

ff..

（ ５６ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２２３unten f..

（ ５７ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２５３f..

（ ５８ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.２９９f..

（ ５９ ） Derselbe, a. a. O., S.３０５.

（ ６０ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.３９３f..

（ ６１ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.４２２f..

（ ６２ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.４６０ff..

（ ６３ ） Vgl. Buber, W. Bd. I, S.４００ 〜４０７.

（ ６４ ） Vgl. Heidegger, Einführung in die Metaphysik. S.２ff..

（ ６５ ） Vgl. Derselbe, a. a. O., S.７５ff. u.１３４ff. u. Sein und Zeit, S.４５ 〜５０.

（ ６６ ） 本 稿 執 筆 以 前 に Haim Gordon, The Heidegger-Buber Controversy, The Statues of

the I-Thou. Greenwood,２００１,１７０pp. を 読 ん で い た 。 学 ぶ べ き 点 も あ っ た が 、 構 成

の 点 で 、 特 に 引 用 や 註 記 は し な か っ た 。
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