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一
九
七
〇
年
に
雑
誌
『
理
想
』
が
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
生
誕
八
〇
年
記
念
特
集
』
を
組
ん
だ
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
求
め
に
応
じ
て
挨
拶
文
を

送
っ
て
い
る
）
1
（

。
そ
の
中
で
彼
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
初
め
に
「
尊
敬
す
る
思
索
家
田
辺
教
授
」
と
出
会
っ
て
以
来
、
自
分
の
「
思
惟
の

道
」
に
と
っ
て
「
東
亜
の
思
惟
と
西
洋
の
思
惟
と
の
あ
い
だ
」
の
対
話
が
重
要
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
こ
の
対
話
が
実
り
豊
か

な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、「
両
者
の
側
か
ら
現
代
技
術
の
本
質
と
そ
の
権
力
へ
の
問
い
」
が
問
わ
れ
、「
東
亜
語
と
印
欧
語
と
の
根
本
構

造
の
か
か
わ
り
合
い
に
関
す
る
究
明
」
が
「
更
に
一
層
深
い
次
元
」
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
単

な
る
外
交
辞
令
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
言
葉
の
本
質
」
へ
の
問
い
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
後
期
の
「
存
在
の
思
索
」
を
根
本
か
ら
規
定
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
若
い
と
き
か
ら
荘
子
を
ド
イ
ツ
語
訳
で
読
ん
で
お
り
、
禅
仏
教
に
も
親
近
感
を
い

だ
い
て
い
た
。
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
蕭
欣
義
（Paul Shin-yi H

siao

）
と
の
共
同
作
業
で
老
子
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
よ
う
と

試
み
て
い
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
老
荘
な
ど
の
古
代
中
国
思
想
や
禅
仏
教
が
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
後
期
思
想
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
）
2
（

。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
メ
イ
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
を
探
索
し
て
、
禅
思
想
や
老
子
の
思
想
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
後
期
思
想
に
与
え
た
決
定
的
な
影
響
を
、
詳
細
に
論
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証
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
3
（

。

　

も
っ
と
も
、わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
の｢

影
響｣

で
あ
っ
た
の
か
を
慎
重
に
見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、
東
ア
ジ
ア
の
思
想
に
つ
い
て
直
接
語
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
東
ア
ジ
ア
の
影

響
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
宛
の
書
簡
で
）
4
（

、「
そ
の
国
の
土
着
の
言
葉
を
身
に
つ
け
て
い

な
い
も
の
」
に
関
し
て
は
ど
う
し
て
も
「
確
信
を
持
て
ず
懐
疑
的
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
東

ア
ジ
ア
の
伝
統
と
の
対
話
の
必
要
性
を
認
め
つ
つ
も
、
慎
重
な
姿
勢
を
崩
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、｢

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
東
ア
ジ
ア
の
対
話
」
の
可
能
性
を
探
る
べ
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
」
へ
の
関
心
の
所

在
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
後
期
の｢

存
在
の
思
索
」
に
と
っ
て
、「
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
と
西
洋
の
思
惟
と
の
対
話
」

が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。
東
ア
ジ
ア
と
の
対
話
は
そ

も
そ
も
彼
の
思
索
に
内
在
す
る
本
質
的
契
機
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で

「
本
質
的
」
で
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
て
み
る
こ
と
が
本
論
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
は

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
著
し
た
「
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
―
―
ひ
と
り
の
日
本
人
と
問
う
人
と
の
間
の
」
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
老
子
に
関
心
を
い
だ
き
、
そ
れ
を
自
ら
翻
訳
し
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、

「
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
と
西
洋
の
思
惟
と
の
対
話｣

に
は
必
ず
言
語
の
問
題
、
ひ
い
て
は
翻
訳
の
可
能
性
の
問
題
が
絡
み
、
そ
れ
が
思
想
的

対
話
を
困
難
に
す
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
対
話
に
潜
む
危
険
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
新
た
な
対
話
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
こ
と

を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
。
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一　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
東
ア
ジ
ア
の
対
話
の
可
能
性

（
イ
）
対
話
に
潜
在
す
る
危
険

　

｢

言
葉
に
つ
い
て
の
対
話｣
は
、
一
九
五
九
年
に
公
刊
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
集
『
言
葉
へ
の
途
上
』
）
5
（

に
収
録
さ
れ
て
い
る
六
つ
の

論
文
の
一
つ
で
あ
り
、
一
九
五
四
年
に
東
京
大
学
教
授
の
独
文
学
者
手
塚
冨
雄
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
訪
問
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
手
塚
に
よ
る
と
）
6
（

、
こ
の｢

言
葉
に
つ
い
て
の
対
話｣

は
、
部
分
的
に
は
手
塚
と
の
実
際
の
対
話
に
依
拠
し
た
と
こ

ろ
が
あ
る
も
の
の
、
か
な
り
の
部
分
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
創
作
で
あ
る
。
こ
の
「
対
話
」
は
、
九
鬼
周
造
の
思
い
出
か
ら
は
じ
ま
り
、

彼
の
「
い
き
」
の
問
題
に
及
ん
で
い
る
が
、
九
鬼
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る｢

い
き
」
の
理
解
が
、
九
鬼
の
著
作
の
内
容

と
は
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
に
す
ぐ
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、「
い
き
」
は
、『
い
き
の
構
造
』
で
は
媚
態
、
意
気
地
、

諦
め
の
三
契
機
に
分
節
さ
れ
、｢

垢
抜
け
し
て
、
張
り
の
あ
る
、
色
っ
ぽ
さ｣

と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク

ス
ト
で
は
こ
う
し
た｢

い
き｣

の
中
心
概
念
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
あ
る
箇
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
日
本
人
に
、｢〈
い
き
〉

と
は
、
光
り
輝
く
魅
了
の
静
寂
の
風
の
そ
よ
ぎ
で
す
」
）
7
（

な
ど
と
説
明
さ
せ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
九
鬼
の
「
い
き
」
の
思
想
と
の
ず
れ

に
と
ま
ど
い
す
ら
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
対
話
で
ま
ず
九
鬼
を
登
場
さ
せ
、｢

い
き｣

に
つ
い
て
話
題
に
す
る
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
意
図
自
体
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
最
初
の
疑
問
は
、
九
鬼
が
「
い
き
」
の
よ
う
な
日
本
の
特
殊
な
美

意
識
や
芸
術
、
文
学
に
か
か
わ
る
こ
と
を
ド
イ
ツ
語
で
語
り
、
西
洋
の
美
学
的
概
念
で
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。｢

い

き｣

の
体
験
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
日
本
の
芸
術
の
本
質｣

は
、
美
学
の
助
け
を
借
り
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。｢

美
学
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的
な
考
察
」
は
そ
も
そ
も
東
ア
ジ
ア
的
思
考
に
馴
染
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
問
う
人
」（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
の
こ
う
し
た
疑
念
に
対
し
て
、

対
話
相
手
の
日
本
人
が
弁
明
し
、｢

日
本
語
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
対
象
を
明
確
に
秩
序
づ
け
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
の
も
ろ
も
ろ
の
関
係

を
表
象
す
べ
き
、
限
定
す
る
力
が
欠
け
て
」
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
は
「
芸
術
と
し
て
、
文
学
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
か
か
わ
り
を
も

つ
も
の
を
捉
え
る
た
め
に
必
要
な
概
念
を
提
供
」
し
て
く
れ
る
の
で
す
と
説
明
し
て
も
、「
問
う
人
」
は
、「
そ
う
い
う
非
力
を
、
あ
な
た

は
本
当
に
あ
な
た
方
の
言
語
の
欠
陥
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か｣

と
、
素
っ
気
が
な
い
。
こ
う
し
た
や
り
と
り
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
九
鬼
の
間

で
実
際
に
交
わ
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
対
話
」
に
お
け
る
こ
の
く
だ
り
は
、
お
そ
ら
く
手
塚
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
実

際
の
対
話
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
一
時
間
」
の
中
で
、
手
塚
が
日
本
の
芸
術
の
特
質
に
つ
い
て
、「
感
性
的
」

で
あ
り｢

抽
象
的
な
思
弁
や
把
握
に
弱
く
、
そ
れ
に
対
す
る
動
機
も
う
す
い
」
と
説
明
し
た
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
概
念
体
系
を
追
い
か
け
て
、
東
ア
ジ
ア
的
日
本
的
伝
統
に
基
づ

く
芸
術
現
象
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
で
語
る
こ
と
の
当
否
で
あ
り
、
日
本
芸
術
の
東
ア
ジ
ア
的
本
質
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
表
象
圏
に
移
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
事
柄
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
よ
り
も
む
し
ろ
隠
蔽
さ
れ
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
方
向
へ
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
単
な
る
異
文
化
間
の
対
話
の
困
難
や
翻
訳
の
可
能
性
の
問
題
と
捉
え
る
と
、
こ
こ
で
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
関
心
の
所
在
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
国
の
文
化
は
自
国
の
言
葉
で

し
か
語
る
こ
と
は
で
き
ず
理
解
も
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
自
文
化
中
心
主
義
の
問
題
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
思
索
」
が
ず
っ

と
問
い
続
け
て
き
た
西
洋
の
形
而
上
学
の
世
界
支
配
―
―
つ
ま
り
彼
の
存
在
史
的
思
索
に
よ
っ
て
顕
わ
に
な
っ
た
現
代
世
界
の
命
運
―
―

と
本
質
的
に
か
か
わ
る
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
九
鬼
が｢

日
本
の
芸
術
の
東
ア
ジ
ア
的
本
質｣

に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
際
に
、
対
話
の
言
葉
が
ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
か
か
わ
る
。
九
鬼
が
ド
イ
ツ
語
で｢

い
き｣

の
現
象
を
、｢

感
覚
的

な
輝
き
が
も
た
ら
す
生
き
生
き
と
し
た
魅
了
を
通
し
て
超
感
覚
的
な
も
の
が
輝
き
出
る｣

と
説
明
す
る
と
き
）
8
（

、
た
と
え
そ
れ
が
日
本
の
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芸
術
の
一
側
面
を
言
い
当
て
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
「
い
き
」
を
美
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
の
誘
惑
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
と

し
て
も
、｢
感
覚
的
世
界
と
超
感
覚
的
世
界
と
の
区
別｣

に
も
と
づ
く
限
り
、
九
鬼
の
説
明
は
最
初
か
ら｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
表
象
領
域

に
無
理
に
は
め
込
ま
れ
て
」
お
り
、
西
洋
の
形
而
上
学
の
支
配
下
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
こ
こ
に
は
一
つ
の
危
険
が

待
ち
構
え
て
い
る
。

　

日
本
人
が
西
洋
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
概
念
を
使
用
し
、
自
国
の
芸
術
や
思
想
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
西
洋
の
形
而
上

学
の
歴
史
に
お
け
る
一
つ
の
出
来
事
で
あ
り
、
突
き
つ
め
て
言
え
ば
、
西
洋
の
形
而
上
学
の
世
界
支
配
が
及
ぼ
し
た
一
つ
の
帰
結
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
西
洋
の
形
而
上
学
が
東
西
を
含
め
て
一
つ
の
表
象
圏
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
や
そ
の
他
の
歴
史
的

文
化
的
伝
統
を
近
代
化
の
中
に
巻
き
込
み
解
体
さ
せ
る
と
と
も
に
、
西
洋
の
形
而
上
学
が
ま
す
ま
す
自
ら
の
元
初
か
ら
遠
ざ
か
り
、
自
ら

の
滞
在
の
場
所
を
喪
失
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。「
い
き
」
を
め
ぐ
る
九
鬼
と
の
対
話
に
含
ま
れ
る
一
つ
の
事
実
、
そ
れ
は
こ
う
し
た

対
話
が
近
代
世
界
を
席
巻
す
る
科
学
技
術
の
支
配
と
け
っ
し
て
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
有
用
性
と
か
効
率

性
と
い
う
尺
度
か
ら
規
定
さ
れ
る
現
代
世
界
に
お
い
て
は
、
物
は
主
観
の
前
に
立
て
ら
れ
、「
表
象
」
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

他
の
も
の
に
用
立
て
ら
れ
る
べ
く
「
製
作
」
さ
れ
「
注
文
」
さ
れ
た｢

用
象
」（B

estand

）
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

人
間
と
存
在
が
互
い
に
対
し
て
立
て
ら
れ

0

0

0

0

、｢

用
象｣

に
向
か
っ
て
無
制
限
に
駆
り
立
て
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

現
代
世
界
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
機

能
化
さ
れ
、
計
算
さ
れ
、
価
値
づ
け
ら
れ
、
統
制
さ
れ
、
そ
の
固
有
性
を
奪
わ
れ
て
い
る
）
9
（

。
地
上
に
お
け
る
人
間
の
言
葉
は
ま
す
ま
す

乏
し
さ
を
加
え
、
一
般
的
な
水
平
化
に
向
か
っ
て
突
き
進
み
、
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
本
来
民
族
の
歴
史
的
伝
統
に
根

差
す｢

言
葉
の
本
質
」を
見
失
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
世
界
の
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、「
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
惟
と
の
間
の
実
り
豊
か
な
対
話
」
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
両
者
の
側
か
ら
「
現
代
技
術
の
本
質
と
そ
の
権
力
へ

の
問
い
」
を
十
分
な
形
で
問
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
東
ア
ジ
ア
の
言
語
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
根
本
構
造
の
関
わ
り
合
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い
」
が
「
一
層
深
い
次
元
」
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
危
機
意
識
を
も
っ
て
「
言
葉
の
本
質
」
を
問
お
う
と
す
る
ハ
イ

デ
ガ
ー
か
ら
見
る
と
、
日
本
語
に
、「
対
象
を
明
確
に
秩
序
づ
け
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
間
の
関
係
を
表
象
す
べ
き
、
限
定
す
る
力
が
欠
け

て
」
い
る
と
い
う
指
摘
は
、一
面
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
は
日
本
語
が
形
而
上
学
的
言
語
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、

｢

欠
陥｣

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
本
的
関
心
が
理
解
で
き
る
な
ら
ば
、｢

い
き｣

に
つ
い
て
の
美
学
的
解
釈
の
危
険
を
指
摘
す
る
場
合

に
も
、
単
純
に
九
鬼
の
試
み
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
取
れ
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
み
ず
か
ら
の
「
存

在
の
思
索
」
が
形
而
上
学
を
斥
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
い
つ
も
強
調
し
て
い
た
。
彼
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
存

在
者
の
存
在
を
問
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
存
在
そ
の
も
の
の
意
味
を
問
わ
ず
に
放
置
し
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
形
而
上
学
の
「
存
在
忘

却
」
を
一
種
の
怠
慢
と
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
見
方
を
転
換
し
、｢

存
在
忘
却｣

を
「
存
在
が
存
在
者
か
ら
立
ち
去
る
」
と
い
う

意
味
で
の｢

存
在
離
却
」
と
み
な
そ
う
と
す
る
。
存
在
が
存
在
者
か
ら
脱
去
す
る
の
は
、
存
在
者
が
隠
蔽
さ
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
開
示
さ

れ
ん
が
た
め
で
は
な
い
の
か
、
そ
の
意
味
で
形
而
上
学
の
本
質
に
は
「
存
在
そ
の
も
の
の
脱
去
」
が
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ

の
よ
う
に
、
形
而
上
学
が
問
わ
ず
に
お
い
た
も
の
に
帰
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
脱
去
す
る
存
在
」
の
内
に
存
在
者
を
そ
の
真
性
に
も

た
ら
す
出
来
事
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
い
た
る
形
而
上
学
や
現
代
世
界
に
お
け
る
技
術
の
本
質

の
内
に
「
存
在
の
歴
運｣

（Seinsgeschick

）
を
見
て
取
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
史
的
思
索
」
は
、
そ
の
具
体
的
遂
行
で
あ
っ
た
。
形

而
上
学
か
ら
「
退
歩
」
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
こ
う
し
た
動
向
か
ら
み
れ
ば
、
九
鬼
の
試
み
に
対
す
る
疑
念
が
、
単
な
る
批
判
と
は

ま
た
違
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
や
文
学
に
つ
い
て
西
洋
語
で
語

ろ
う
と
す
る
九
鬼
の
試
み
を
、
西
洋
の
形
而
上
学
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
危
険
を
自
覚
し
つ
つ
、
芸

術
や
「
言
葉
の
本
質
」
へ
の
問
い
を
あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
性
を
喚
起
さ
せ
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。



三
九

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
東
ア
ジ
ア
の
対
話
　〔
嶺
〕

（
ロ
）
言
語
の
源
泉
へ
の
問
い

　

異
な
る
言
語
間
の
対
話
に
は
数
々
の
困
難
が
と
も
な
う
。
対
話
が
一
方
の
言
語
で
し
か
行
わ
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
が
自
ら
の
言
語
で
は
な

く
他
者
の
言
語
で
語
ら
ず
を
え
な
い
場
合
、
自
国
語
で
し
か
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
別
の
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歪
み
が
生

じ
る
こ
と
は
多
々
あ
る
。
対
話
者
の
橋
渡
し
が
翻
訳
や
通
訳
を
通
し
て
し
か
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
対
話
は
よ
り
大
き
な
困
難
に
ぶ
ち

あ
た
る
だ
ろ
う
。
主
語
・
述
語
の
関
係
を
軸
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
と
そ
れ
と
は
別
な
文
法
構
造
を
も
つ
東
ア
ジ
ア
の
言
語
の
違
い

を
考
え
れ
ば
、両
言
語
の
翻
訳
は
か
な
り
困
難
で
あ
り
、言
語
に
よ
っ
て
本
質
的
に
規
定
さ
れ
た
東
ア
ジ
ア
の
芸
術
や
文
学
に
つ
い
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
で
対
話
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
さ
え
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
心
事
は
、｢

東
ア
ジ
ア｣

の
芸

術
や
言
語
に
つ
い
て
語
り
あ
う
こ
と
を
通
し
て
、言
語
そ
の
も
の
の
「
本
質
」
に
突
き
進
む
こ
と
に
あ
る
。
両
言
語
が
別
の
本
質
を
も
ち
、

構
造
上
ど
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、そ
の
由
来
を
辿
っ
て
い
け
ば
、｢

あ
る
唯
一
の
源
泉｣

が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
経
験
に
含
ま
れ
る
閉
鎖
性
を
打
ち
破
っ
て
、
対
話
を
開
か
れ
た
場
所
に
導
く
こ
と
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
形
而
上
学
の
支
配
圏
に
あ
る
西
洋
の
言
語
の
源
泉
を
問
い
求
め
た
こ
と
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
言
語
の
源
泉
を
尋
ね
る

こ
と
と
対
応
す
る
。
東
ア
ジ
ア
と
の
対
話
を
ド
イ
ツ
語
と
い
う
彼
自
身
の
母
語
の
中
で
西
か
ら
東
へ
の
方
向
で
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
し

て
も
、
そ
れ
が
両
者
の
言
語
の
本
源
を
問
う
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
限
り
、「
西
か
ら
東
へ
」
の
方
向
が
「
東
か
ら
西
へ
」
の
方
向
を

呼
び
寄
せ
、
互
い
に
一
つ
の
開
か
れ
た
場
に
導
か
れ
る
と
い
う
可
能
性
も
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は｢

言
葉
に
つ
い
て

の
対
話｣

の
中
で
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
期
待
を
込
め
て
「
問
う
人
」
に
、
こ
の
「
対
話
」
全
体
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
な
る
次
の
よ
う
な
問
い

を
尋
ね
さ
せ
て
い
る
。
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四
〇

問
う
人
： 

日
本
的
世
界
は
、
言
語
（Sprache

）
と
い
う
こ
と
で
何
を
理
解
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
慎
重
に
お
尋
ね
し

ま
す
と
、
あ
な
た
が
た
の
言
語
で
は
、
わ
れ
わ
れ
がSprache

と
名
づ
け
て
い
る
も
の
に
対
す
る
「
語
」（W

ort

）
を
持
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
が
た
は
こ
ち
ら
で
言
語
と
い
わ
れ
る
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
経

験
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
）
10
（

。

　

こ
う
し
た
問
い
の
背
景
に
は
、
東
ア
ジ
ア
の
言
語
に
は
西
洋
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
言
語
理
解
と
は
異
な
る
本
質
が
あ
る

は
ず
だ
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
い
が
あ
る
。「
言
語
」
を
表
すSprache

やlanguage

の
よ
う
な
西
洋
語
に
は
、
文
字
や
音
声
の
よ
う

な
感
覚
的
形
象
が
―
―
音
と
し
て
発
せ
ら
れ
、
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
記
号
と
し
て
―
―
超
感
性
的
な
意
味
内
容
を
表
現
す
る
、
と
い
う

言
語
理
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
語
」（W

ort, w
ord

）
は
一
般
に
、
主
観
の
内
な
る
も
の
、
心
的
な
も
の
の
表
出
で
あ
り
、
体
験
を
表
現

す
る
意
味
記
号
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
な
言
語
理
解
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
遡
り
、
近
代
の
主
観
性
の
哲
学
の
圏
内
で
よ
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
の
言
語
理
解
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

は
異
な
る
伝
統
の
上
に
立
ち
、
別
な
由
来
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う

な
存
在
経
験
が
潜
ん
で
い
る
の
か
。｢

問
う
人
」
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
対
話
相
手
の
日
本
人
か
ら
聞
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、｢

言
葉
に
つ
い
て
の
対
話｣

で
は
、｢

問
う
人｣
の
問
い
に
対
し
て
、「
日
本
人
は
目
を
閉
じ
、
頭
を
垂
れ
て
、
長
く
沈
思
」

し
、「
問
う
人
は
こ
の
客
人
が
再
び
口
を
開
く
ま
で
待
つ｣

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て
、
自
分
に
向
け
ら
れ
た
問
い
が
あ

る
種
、
意
外
の
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
熟
慮
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
問
い
を
受
け
取
っ
た
日
本
人
が
、

｢

問
う
人｣

の
意
図
を
十
分
察
知
し
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
日
本
人
が
最
初
の
応
答
と
し
て
、「
日
本
語
に
は〈
話
す
こ
と
〉（sprechen

）

と
〈
話
さ
れ
る
言
葉
〉（Sprache

）
と
を
言
い
あ
ら
わ
す
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
〈
言
葉
の
本
質
〉（das W

esen 
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der Sprache

）
）
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（

を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
語
が
あ
り
ま
す
」
と
口
を
開
い
た
と
き
、｢

問
う
人｣

が
、「
そ
れ
は
事
柄
が
そ
う
求
め
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。
も
し
言
葉
の
本
質
が
な
に
か
言
語
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
ね
。〈
存
在
の
家
〉
と
い
う
言
い
回
し

に
つ
い
て
も
同
様
で
す｣

、
と
歓
迎
の
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。｢

問
う
人｣

の
問
い
に
対
し
て
、
日
本
人

が
ま
さ
に
対
話
相
手
の
期
待
に
応
え
る
形
で
答
え
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
こ
の
対
話
に
お
い
て
、「
言
葉
の
本
質
」
へ
の
問
い
が
「
問

い
」
と
し
て
顕
わ
に
な
り
、
対
話
者
同
士
が
真
に
出
会
う
「
場
所
」
が
開
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

｢

言
葉
に
つ
い
て
の
対
話｣
で
は
、
そ
の
後
、
日
本
人
が
直
ぐ
に
答
え
を
出
す
こ
と
を
た
め
ら
い
、
対
話
の
流
れ
は
い
っ
た
ん
主
題
か

ら
逸
れ
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
手
塚
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
際
の
対
話
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
に
対
し
、
手
塚
は
、｢

お
た
ず
ね
の
こ

と
ば
は
、Kotoba

と
い
い
ま
す
。（･･･
）お
そ
ら
くK

oto

は
、事
、事
柄
の
こ
と
と
繋
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。ba

はha

の
転
音
で
、〈
お

お
い
〉
と
か
〈
し
げ
し
〉
と
か
い
う
意
味
と
思
わ
れ
、そ
れ
は
、木
の
は
（
葉
）
な
ど
か
ら
も
察
せ
ら
れ
ま
す
。
も
し
こ
の
考
え
が
あ
た
っ

て
い
れ
ば
、〈
言
〉
と
〈
事
〉
は
、
同
一
の
も
の
の
両
面
で
、
事
が
発
し
て
こ
と
ば

0

0

0

と
な
る
。
そ
う
い
う
発
想
か
ら
来
た
こ
と
ば
な
の
で

は
あ
り
ま
す
か
い
か
」
）
12
（

、
と
説
明
し
た
ら
し
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
対
話
」
に
お
い
て
も
、
日
本
人
に
こ
の
答
え
を
直
ぐ
に
提
示
さ
せ
、

そ
の
説
明
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
よ
う
に
構
成
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

（
ハ
）
解
釈
学
的
関
連
と
言
葉
の
本
質

　

｢

い
き｣

に
つ
い
て
九
鬼
が
美
学
の
助
け
を
借
り
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、｢

言
葉
の
本
質｣

を
問
う
途
上
に
も
、
必

ず
形
而
上
学
的
表
象
に
囚
わ
れ
る
危
険
が
待
ち
受
け
て
い
る
。K

otoba

に
つ
い
て
の
説
明
は
、
ド
イ
ツ
語
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
限
り
、
そ
の
語
に
含
ま
れ
る
経
験
を
歪
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
異
な
る
言
語
間
の
対
話
の
場
合
、
一
方
の
言
語
（
こ
こ
で
は
ド
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二

イ
ツ
語
）
で
行
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
避
け
ら
れ
な
い
危
険
で
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
危
険
を
危
険
と
し
て
自
覚
し
、
形
而
上
学
的

表
象
の
罠
を
か
い
く
ぐ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
準
備
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
な
に
よ
り
も
言
葉
を
め
ぐ
る
対
話
で
あ
れ
ば
、
対

話
者
は
「
言
葉
の
本
質
」
を
問
う
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
引
き
戻
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
」
に
お
い
て
、

ふ
た
り
の
対
話
者
の
話
題
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
思
索
」
の
問
い
と
し
て
の
性
格
を
形
づ
く
る｢

解
釈
学
的
な
も
の｣

や
「
解
釈

学
的
立
場｣

に
及
び
、
さ
ら
に
は
解
釈
学
的
「
関
連
」（B

ezug

）
の
説
明
や
、
ギ
リ
シ
ア
的
思
考
と
近
代
の
主
観
性
の
形
而
上
学
の
違
い

な
ど
に
話
が
進
ん
で
い
く
の
は
、
す
べ
て
そ
の
危
険
に
対
応
す
べ
く
、「
言
葉
の
本
質
」
へ
の
問
い
を
問
う
た
め
の
準
備
の
意
味
を
も
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、『
存
在
と
時
間
』
以
来
の
解
釈
学
的
現
象
学
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
本
来
目
指
し
て
い
た
「
存
在
の
思
索
」

が
困
難
に
ぶ
ち
当
た
り
、
そ
の
道
行
き
が
紆
余
曲
折
を
経
て
「
言
葉
の
本
質
」
の
問
題
に
至
っ
た
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
の
事
態
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
経
緯
を
く
わ
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、｢

言
葉
の
本
質｣

へ
の
問
い
の
真
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、ハ
イ
デ
ガ
ー

の
現
象
学
の
特
質
を
表
す｢

解
釈
学
的｣
の
意
味
に
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、｢

解
釈
学
的｣

（herm
eneutisch

）
と
い
う
表
現
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞｢

ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
エ
イ
ン
」
に
由

来
す
る
。
こ
の
語
は
名
詞｢

ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
」（
解
釈
者
、
通
訳
者
）
と
繋
が
り
を
も
っ
て
い
る
が
、
ヘ
ル
メ
ス
神
の
名
前
と
も
連
関
が

あ
る
。
ヘ
ル
メ
ス
は
命
運
の
「
言
づ
て
」（B

otschaft

）
や
「
便
り
」（K

unde

）
を
も
た
ら
す
神
々
の
使
者
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の

「
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
エ
イ
ン
」
の
根
源
的
意
味
を
手
が
か
り
と
し
て
、｢

存
在
者
の
存
在｣

を
現
出
さ
せ
る
方
法
と
し
て
解
釈
学
を
採
用
し
た

の
で
あ
る
）
13
（

。

　

も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
は
、
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
課
題
を
た
だ
ち
に
解
決
で
き
た
わ

け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
存
在
を
存
在
者
の
根
拠
と
し
て
表
象
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
や
り
方
を
避
け
、｢

存
在
そ
の

も
の
が
輝
き
現
れ
る
」
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
控
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
最
大
の
困
難
は
、
存
在
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そ
の
も
の
を｢

現
前
す
る
も
の
の
現
前｣

（A
nw

esen des A
nw

esenden

）
と
し
て
問
い
、｢

存
在
そ
の
も
の
が
輝
き
出
る｣

よ
う
に
思
索

す
る
に
は
、
そ
も
そ
も
語
彙
が
不
足
し
、
文
法
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
象
的
思
惟
に
基
づ
く
言
語
理
解
で
は
、
現
前
す
る
「
存

在
者
」
と
「
現
前
す
る
こ
と
」
を
ど
う
し
て
も
区
別
し
て
し
ま
い
、
こ
の
区
別
を
前
提
と
し
た
上
で
両
者
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
道
を

取
ら
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、「
現
前
す
る
も
の
」
は
、
ど
う
し
て
も
主
観
の
前
に
立
て
ら
れ
〈
表
象
さ
れ
〉、
対
象
化
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
「
現
前
す
る
も
の
」
が
表
象
さ
れ
主
観
の
一
定
の
視
点
の
も
と
で
固
定
化
さ
れ
る
と
、
そ
の｢

輝
き｣

は
失

わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

存
在
が
存
在
と
し
て
輝
き
出
る
よ
う
に
す
る
に
は
、｢

現
前
す
る
も
の｣

（A
nw

esendes

）と｢

現
前（
す
る
こ
と
）」（A

nw
esen

）と
を「
一

体
」（Einfalt

）
と
し
て
、
し
か
も
こ
の
「
一
体
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
い
立
っ
た｢

二
重
の
襞｣

（Zw
iefalt

）
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
）
14
（

。
そ
の
た
め
に
は
、
形
而
上
学
的
表
象
的
思
惟
か
ら
一
歩
退
き
、
わ
れ
わ
れ
の
思
索
を
呼
び
求
め
る
「
事
柄
」
―
―
こ
こ
で
は

現
前
す
る
も
の
の
現
前 ̶

 

に
即
し
て
、そ
の
呼
び
求
め
に
呼
応
す
る
と
い
う
仕
方
で
思
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存

在
の
思
索
」
に
お
い
て
「
人
間
の
本
質
」
を
「
存
在
の
現
成
」
の
場
と
し
て
の
「
空
け
開
け
」（Lichtung

）
に
立
つ
こ
と
―
―
す
な
わ
ち
「
脱

–
存
」（Ek-sistenz

）
―
―
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
言
葉
の
本
質
」
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、表
象
的
思
惟
か
ら
離
脱
し
、

「
現
前
す
る
も
の
」
と
「
現
前｣

の
「
二
重
の
襞｣

の｢

呼
び
か
け
（
要
請
）」（Zuspruch

）
に
「
呼
応
」（entsprechen

）
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
脱
我
的
に
「
二
重
の
襞
」
が
現
成
す
る｢

現｣

（D
a

）
の
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
「
二
重
の
襞
」
の
「
言

づ
て
」
を
受
け
取
る
と
い
う
仕
方
で
存
在
に
「
帰
属｣

し
、「
言
づ
て
」
を
知
ら
せ
る
と
い
う
仕
方
で
存
在
に
「
用
い
ら
れ
る｣

こ
と
と

も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
と
「
二
重
の
襞
」
の
こ
う
し
た
相
即
の
関
係
こ
そ
、「
解
釈
学
的
関
連
」
と
い
う
こ
と
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、「
言
葉
の
本
質
」
と
し
て
の
「
存
在
の
家
」
の
本
来
の
意
味
で
あ
っ
た
。「
現
前
す
る
も
の
」
と
「
現
前
」

の｢

二
重
の
襞｣

は
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
包
み
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
覆
蔵
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
人
間
に
向
か
っ
て
呼
び
か
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け
、
ま
さ
に
呼
び
か
け
と
い
う
仕
方
で
到
来
し
て
く
る
。
こ
の
「
呼
び
求
め
」
と
し
て
の｢

言
づ
て｣

に
聴
き
従
っ
て
い
る
限
り
、
人
間

は
人
間
と
な
り
、「
言
葉
に
よ
っ
て
存
在
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
住
ま
う
」
）
15
（

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
ニ
）
言
語
の
源
泉
と
対
話
に
お
け
る
「
こ
と
」
の
実
現　

　
「
言
葉
の
本
質
」
を
め
ぐ
る
以
上
の
よ
う
な
「
存
在
の
思
索
」
を
ず
っ
と
追
求
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
手
塚
と
の
対
話
は

非
常
に
刺
激
的
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ド
イ
ツ
語
のSprache

に
あ
た
る
日
本
語
を
手
塚
に
尋
ね
た
際
に
、
そ
れ
がK

otoba

で
あ
る
こ
と
、

そ
し
てK

oto

が
事
や
事
柄
に
つ
な
が
り
、B

a

が
「
木
の
葉
」
の
「H

a

」（「B
a

」
の
転
音
）
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
言
」
と
「
事
」

と
が
「
同
一
の
も
の
の
両
面
」
で
あ
っ
て
、「
事
」
が
発
し
て
「
言
葉
」
に
な
る
と
告
げ
ら
れ
た
と
き
、K

otoba

が
二
重
の
襞
の
一
体
性

を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
理
解
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。「
事
」
か
ら
発
し
て
「
言
葉
」（K

otoba

）
に
な
る
事
態
、そ
れ
は
「
事

が
開
花
す
る
」
こ
と
と
し
て
、
と
り
わ
け
詩
作
に
お
い
て
生
起
す
る
出
来
事
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
九
鬼
の
「
い
き
」
の
説
明
か
ら
受

け
取
っ
た
日
本
的
美
の
本
質
、
す
な
わ
ち
「
ひ
か
り
輝
く
魅
了
の
静
寂
の
風
の
そ
よ
ぎ
」
と
か
「
感
覚
的
な
輝
き
が
も
た
ら
す
生
き
生
き

と
し
た
魅
了
を
通
し
て
超
感
覚
的
な
も
の
が
輝
き
出
る
」
と
い
う
表
現
も
、K

otoba

の
説
明
を
受
け
た
後
は
、
形
而
上
学
的
表
象
の
枠

に
止
ま
ら
な
い
「
言
葉
の
本
質
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
詩
的
言
語
に
お
け
る
存
在
経
験
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
明
瞭
に

な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
がK

oto
の
説
明
と
し
て
日
本
人
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

「
い
き
」
と
は
呼
び
か
け
る
静
寂
に
よ
る
純
粋
な
魅
了
で
し
た
。
こ
の
呼
び
か
け
る
魅
了
を
生
じ
さ
せ
る
（
性
起
さ
せ
る
）
静
寂
の
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そ
よ
ぎ
が
、
そ
の
魅
了
を
到
来
さ
せ
統
轄
し
て
い
ま
す
。
し
か
しK

oto

は
、
同
時
に
い
つ
も
、
そ
の
時
々
に
お
い
て
魅
了
す
る
も

の
そ
れ
自
体
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
魅
了
す
る
も
の
は
、
た
だ
繰
り
返
し
え
な
い
瞬
間
瞬
間
に
お
い
て
の
み
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

の
優
美
さ
の
は
た
ら
き
を
そ
な
え
て
輝
き
現
れ
て
く
る
の
で
す
）
16
（

。

　
「
い
き
」やK

oto
の
こ
う
し
た
表
現
に
は
、た
し
か
に
形
而
上
学
に
お
け
る「
ア
イ
ス
テ
ー
ト
ン
」（
感
性
的
な
も
の
）と「
ノ
エ
ー
ト
ン
」

（
思
惟
的
な
も
の
）
の
区
別
に
対
応
す
る
美
学
的
表
象
と
し
て
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
事
が
言
葉
の

内
に
実
現
さ
れ
る
現
場
に
思
い
を
致
す
と
き
、
そ
こ
に
存
在
の
現
成
の
「
空
け
開
け
」
の
場
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
「
空

け
開
け
」
の
場
が
ま
さ
に
「
色
」
と
相
即
す
る
「
空
」
の
開
け
に
対
応
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
）
17
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
色
」

と
「
空
」
の
両
方
の
語
が
秘
匿
し
て
い
る
「
目
配
せ
」（W

ink

）
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
現
前
す
る
も
の
」
と
「
現
前
」
の
「
二
重
の
襞
」

の
一
体
性
の
現
れ
、す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
性
起
」（Ereignis

）
が
、「
色
即
是
空
」
の
出
来
事
と
別
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

「
色
」
と
相
即
す
る
「
空
」
の
「
開
け
」
こ
そ
、
詩
作
の
言
葉
が
成
り
立
つ
「
言
葉
の
本
質
」
の
「
場
処
」（O

rtschaft

）
で
あ
る
こ
と
を
、

見
て
取
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
「
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
」
の
中
で
は
、
最
後
に
、「
言
葉
の
本
質
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
、
学
術
論
文
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
対

話
に
お
い
て
は
じ
め
て
言
い
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
事
」
の
現
れ
に
呼
応
す
る
「
言
づ
て
」
の
使
者
は
、
言
葉
に

つ
い
て

0

0

0

表
象
し
つ
つ
語
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
か
ら

0

0

聴
い
て
語
る
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
「
言
葉
の
本
質
」
に
導
か
れ

る
と
い
う
仕
方
で
語
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
「
言
葉
の
本
質
」
が
現
成
す
る
場
に
す
で
に
立
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
循
環
が
あ
る
。「
言
づ
て
」
の
使
者
は
ま
ず
「
言
づ
て
」
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
使
者
は
ま
ず
「
言
づ
て
」
の
方
へ
向
か
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
循
環
の
可
能
性
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は
、
対
話
の
可
能
性
と
直
接
に
繋
が
っ
て
い
よ
う
。「
存
在
の
家
」
と
し
て
言
葉
を
異
に
す
る
対
話
者
の
間
に
は
、
ま
さ
に
言
葉
の
本
質

に
帰
属
す
る
と
い
う
仕
方
で
対
話
の
場
処
が
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
処
に
両
者
が
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
言
葉
の
本
質
」
を

め
ぐ
る
対
話
は
「
存
在
の
家
」
に
住
ま
う
こ
と
に
な
り
、「
言
葉
の
本
質
を
目
指
し
て
の
集
い
」
）
18
（

と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
老
子

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
老
子
に
興
味
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
直
接
に
言
及
し
た
箇
所
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、

後
期
の
重
要
な
著
作
『
言
葉
へ
の
途
上
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
「
言
葉
の
本
質
」
の
重
要
な
箇
所
で
老
子
の
「
道
」（Tao

）
に
触

れ
、
ま
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
演
「
思
考
の
原
則
」
で
は
老
子
の
『
道
徳
経
』（
以
下
、『
老
子
』）
の
第
二
十
八
章
か
ら
、「
其
の
白
を
知
り

て
、
其
の
黑
を
守
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
い
る
）
19
（

。
そ
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
知
人
ブ
レ
ー
ゼ
の
七
十
歳
の
誕
生
日
を
祝
う
手
紙
の

中
で
）
20
（

、『
老
子
』
第
九
章
か
ら
「
功
遂
げ
て
身
退
く
は
、
天
の
道
な
り
」
）
21
（

と
い
う
言
葉
、
あ
る
い
は
第
十
五
章
か
ら
「
孰
か
能
く
濁
り

て
以
て
之
を
靜
め
、
徐
に
清
さ
ん
や
。
孰
か
能
く
安
ら
か
に
し
て
以
て
之
を
動
か
し
、
徐
に
生
ぜ
ん
や
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
め
ぐ
る
試
論
「
詩
人
の
比
類
の
な
さ
」
で
は
、『
老
子
』
の
第
十
一
章
の
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
「
三
十
の
輻
、

一
轂
を
共
に
す
。
其
の
無
に
當
た
り
て
、
車
の
用
有
り
。
埴
を
埏
ね
て
以
て
器
を
爲
る
。
其
の
無
に
當
た
り
て
、
器
の
用
有
り
。
戸
牖
を

鑿
ち
て
以
て
室
を
爲
る
。
其
の
無
に
當
た
り
て
、
室
の
用
有
り
。
故
に
有
の
以
て
利
を
爲
す
は
、
無
の
以
て
用
を
爲
せ
ば
な
り
」
を
取
り

上
げ
て
、
存
在
の
「
目
立
た
な
い
単
純
さ
」
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
こ
そ
、
存
在
者
と
区
別
さ
れ
る｢

存
在｣

の
呼
び
か
け
に

応
え
う
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
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（
イ
）
老
子
を
翻
訳
す
る
試
み

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
老
子
に
大
き
な
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
こ
と
は
、
蕭
欣
義
（H

siao Shin-yi

）
と
『
老
子
』
を
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
し
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
蕭
欣
義
（
一
九
一
一
―
一
九
八
六
）
は
中
国
の
輔
仁
大
學
で
中
国
文
学
、
哲
学
、
心
理
学
を
学

び
、 

一
九
三
八
年
に
ミ
ラ
ノ
で
学
位
を
取
得
し
て
い
る
。
そ
の
後
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
移
り
、
一
九
四
二
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
授
業
に
参
加

し
て
以
来
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
知
人
と
な
っ
て
い
る
。
戦
中
、
一
時
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
を
離
れ
て
い
た
が
、
戦
後
、
占
領
軍
の
中
国
軍
将
校
と

し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
着
任
し
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
も
再
会
し
、
老
子
の
翻
訳
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
追
悼
論
集
へ
の
寄
稿
「
わ
れ
わ
れ
は
ホ
ル
ツ
マ
ル
ク
ト
広
場
で
出
会
っ
た
」
に
く
わ
し
い
）
22
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、蕭
欣
義
は
、

一
九
四
六
年
の
夏
休
み
に
毎
週
土
曜
日
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ト
ー
ト
ナ
ウ
ベ
ル
ク
の
山
荘
を
訪
れ
、『
老
子
』
八
十
一
章
の
内
八
章
を
翻
訳
す

る
作
業
を
共
に
し
た
と
い
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
彼
に
こ
う
し
た
作
業
を
提
案
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
蕭
欣
義
が
思
う
に
、
彼
が
イ
タ
リ
ア

で
出
版
し
た
『
老
子
』
の
翻
訳
を
献
呈
し
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
注
目
を
引
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　

翻
訳
作
業
は
、
ま
ず
『
老
子
』
の
も
っ
と
も
困
難
で
か
つ
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
章
を
選
ぶ
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
他
の
ド
イ

ツ
語
訳
や
注
釈
書
を
一
切
参
照
せ
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
老
子
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
蕭
欣
義
に
い
ろ
い
ろ
と
質
問
す
る
と
い
う
仕
方
で
、

非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
進
め
ら
れ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
個
々
の
漢
字
に
含
ま
れ
る
部
首
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
そ
の
組
み
立
て
方
、
漢
字

ど
う
し
の
意
味
連
関
な
ど
、
微
に
入
り
細
に
入
り
尋
ね
た
よ
う
だ
。
漢
字
や
中
国
語
の
テ
ク
ス
ト
の
多
層
な
意
味
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ

を
ド
イ
ツ
語
に
移
し
て
い
く
際
に
、
妥
協
を
許
さ
ず
、
飽
く
こ
と
な
く
粘
り
強
く
尋
ね
、
事
柄
を
追
求
す
る
さ
ま
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思

索
の
本
領
発
揮
で
あ
り
、「
問
う
こ
と
は
思
索
の
敬
虔
さ
で
あ
る
」
）
23
（

と
い
う
彼
の
言
葉
を
地
で
行
く
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ギ
リ

シ
ア
哲
学
の
読
解
の
際
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
翻
訳
や
解
釈
に
は
い
つ
も
独
特
の
も
の
が
あ
り
、
通
常
の
翻
訳
方
式
か
ら
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か
な
り
外
れ
る
場
合
が
多
い
。
老
子
を
翻
訳
す
る
場
合
に
も
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
文
献
学
者
と
し
て
の
蕭
欣
義
を
す
こ
し

不
安
に
さ
せ
た
よ
う
だ
。
そ
の
せ
い
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
共
同
作
業
は
―
―
蕭
欣
義
に
と
っ
て
彼
の
思
索
を
知
る
上
で
非
常
に
貴
重
な

機
会
で
あ
っ
た
が
―
―
そ
の
夏
の
あ
と
、
も
は
や
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
蕭
欣
義
と
共
に
行
っ
た
試
訳
を
自
分

の
手
も
と
に
と
ど
め
、
彼
に
渡
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
老
子
』
の
訳
文
や
注
釈
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
遺
稿
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
翻
訳
で
あ
っ
た
の
か
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
知
る
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
一
九
四
七
年
八
月
九
日
付
け
の
蕭
欣
義
宛
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
手
紙
で
あ
り
、
そ
の
中
に
ブ
レ
ー

ゼ
宛
の
手
紙
に
も
引
用
さ
れ
て
い
た
第
十
五
章
の
言
葉
の
ド
イ
ツ
語
訳
が
引
か
れ
て
い
る
）
24
（

。
ち
な
み
に
日
本
語
訳
で
は
、「
い
っ
た
い

誰
が
、
濁
っ
て
い
る
も
の
を
静
か
に
さ
せ
て
、
す
っ
き
り
と
澄
ま
せ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
誰
が
、
じ
っ
と
安
定
し
て
い
る

も
の
を
動
か
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
活
動
さ
せ
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

“W
er kann still sein und aus der Stille durch sie auf den W

eg bringen (bew
egen) etw

as so, dass es zum
 erscheinen 

kom
m

t?”

﹇W
er verm

ag es, stillend etw
as ins Sein zu bringen? D

es H
im

m
els Tao.

﹈

（
イ
タ
リ
ッ
ク
は
筆
者
）

手
紙
の
文
面
に
、「
あ
な
た
が
書
き
記
し
て
下
さ
っ
た
箴
言
に
つ
い
て
よ
く
考
え
て
い
ま
す
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
前
者
は
蕭
欣
義
が

提
案
し
た
訳
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
タ
リ
ッ
ク
の
部
分
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
語
法
が
見
ら
れ
、
特
に
後
者
（
角
括
弧
内
）
の
ド
イ
ツ
語
訳
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は
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の
手
に
よ
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
何
か
を
そ
れ
が
現
出
に
至
る
よ
う
に
道
に
も
た
ら
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
動
か
す

0

0

0

）」
と
か
「
何0

か
を
存
在
に
も
た
ら
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
、
ド
イ
ツ
語
と
し
て
も
い
く
ぶ
ん
硬
い
表
現
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
手
が
か
り
は
、
先
に
触
れ
た
試
論
「
詩
人
の
比
類
の
な
さ
」
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
『
老
子
』
第
十
一
章
の
ド
イ
ツ

語
訳
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、
一
九
四
九
年
の
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
「
物
」（D

ing

）
に
お
い
て
、「
瓶
の
空
洞
」、
つ
ま
り
「
瓶
の
こ
の
無
の

部
分
こ
そ
、
納
め
る
働
き
を
す
る
容
器
と
し
て
の
瓶
の
本
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
叙
述
に
対
応
し
て
お
り
）
25
（

、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
老

子
か
ら
影
響
を
受
け
た
証
拠
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

D
reißig Speichen treffen die N

abe,
 

A
ber das Leere zw

ischen ihnen gew
ährt das Sein des R

ades.
A

us dem
 Ton ent-stehen die G

efäße,
 

A
ber das Leere in ihnen gew

ährt das Sein des G
efäßes.

M
auern und Fenster und Türen stellen das H

aus dar,
 

A
ber das Leere zw

ischen ihnen gew
ährt das Sein des H

auses.
D

as Seiende ergibt die B
rauchbarkeit.

 
D

as N
icht-Seiende gew

ährt das Sein.

）
26
（
　

 

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「〈
存
在
〉（Sein

）
を
〈
許
し
与
え
る
〉（gew

ähren

）」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
思
索
」

に
由
来
す
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
識
者
な
ら
誰
も
が
認
め
る
で
あ
ろ
う
）
27
（

。
訳
者
の
名
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
蕭
欣
義
と
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
訳
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
翻
訳
を
通
し
て
、
蕭
欣
義
と
の
共
同
作
業
の
成
果
の
み
な
ら
ず
、
老
子
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
関
心
の

所
在
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
東
ア
ジ
ア
と
の
対
話
の
可
能
性
を
ど
こ

に
見
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
端
緒
を
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
ロ
）「
存
在
の
空
け
開
け
」（Lichtung des Seins

）
と
「
道
」（Tao

）

　

ま
ず
、
老
子
の
こ
の
第
十
一
章
が
、
ど
う
い
う
文
脈
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
も
う
す
こ
し
く
わ
し
く
見
て
み
よ
う
。
試
論

「
詩
人
の
比
類
な
さ
」
と
い
う
表
題
は
、
神
々
が
立
ち
去
っ
た
世
界
の
中
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
詩
人
の
使
命
を
ど
こ
に
見
出
し
て
い
る

か
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
題
に
関
わ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
の
独
自
性
は
、「
神
の
欠
如
」（Fehl des 

G
ottes

）
そ
の
も
の
が
人
間
の
助
け
と
な
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
人
間
は
神
の
欠
如
を
純
粋
に
経
験
し
、
神
な
き
こ
と

そ
の
も
の
の
う
ち
に
世
界
の
「
命
運
」
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
神
々
の
立
ち
去
り
」
は
、神
々
が
な
お
「
現
前
」（A

nw
esung

）

（
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
）
と
「
非
現
前
」（A

bw
esung

）（
も
は
や
居
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
、あ
る
い
は
、ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
こ
と
）

の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
）
28
（

。
そ
れ
ゆ
え
神
々
も
、「
現
前
」
と
「
非
現
前
」
の
上
に
現
成
し
て
い
る
「
真
有
」（Seyn

）
そ

の
も
の
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、「
神
の
欠
如
」
と
は
単
に
神
が
い
な
い
こ
と
で
は
な
い
。「
神
々
が
立
ち

去
っ
た
こ
と
」
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
「
神
が
居
合
わ
せ
て
い
な
い
」
こ
と
を
寂
し
く
思
わ
せ
る
と
い
う
仕
方
で
、
神
の
「
現
前
」
を
自
覚

さ
せ
る
は
た
ら
き
が
あ
る
。
神
の
「
非
現
前
」
が
わ
れ
わ
れ
を
し
て
「
現
前
」
の
声
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
さ
せ
、「
欠
如
」
と
い
う
仕

方
で
神
が
「
到
来
」
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
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一
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ハ
イ
デ
ガ
ー
が
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
の
中
で
学
ん
だ
こ
と
、
そ
れ
は
欠
如
や
不
在
に
注
意
深
く
眼
差
し
を
向
け
る

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ

り
、「
神
々
の
立
ち
去
り
」
が
わ
れ
わ
れ
に
呼
び
か
け
る
声
に
聴
き
入
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
形
而
上
学
に

お
け
る
「
存
在
忘
却
」
の
歴
史
を
、
存
在
そ
の
も
の
の
「
隠
れ
」（
自
ら
を
覆
い
隠
す
こ
と
）
と
し
て
、
す
な
わ
ち
自
ら
を
退
去
さ
せ
る
と

い
う
仕
方
で
自
ら
を
送
り
与
え
る
「
存
在
の
歴
運
」
に
固
有
な
事
態
と
し
て
認
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
詩
人
は｢

聖
な

る
も
の｣

を
名
づ
け
、
思
索
者
は｢

存
在｣

を
思
索
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
詩
人
と
思
索
者
の
間
に
は
、
た
し
か
に
違
い
は
あ
る
。
だ
が

両
者
は
、｢

欠
如｣

の
中
に｢
合
図｣

を
聴
き
取
り
、
神
々
の
「
蝕
」
や
存
在
の
「
退
去
」
の
中
に
拒
絶
や
留
保
の
働
き
を
注
意
深
く
見

て
取
ろ
う
と
す
る
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
に
応
答
す
る
思
索
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
そ
の
根
本
語
の
一
つ

で
あ
っ
た
「
存
在
の
真
性
」（W

ahrheit des Seins

）
に
、｢

自
ら
を
覆
蔵
す
る
こ
と
に
と
っ
て
の
空
け
開
け
」（Lichtung für die Sich-

Verbergung

）
の
意
味
を
付
与
し
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
者
を
隠
れ
か
ら
露
わ
に
せ
し
め
つ
つ
、
自
ら
自
身
は
覆
蔵
す
る
と

い
う
「
真
有
」（Seyn

）
の
「
現
成
」（W
esung
）
の
根
本
動
向
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
こ
と
も
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
に
も
と
づ
く
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
西
洋
の
形
而
上
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
最
初
の
元
初
」
か
ら
現
代
に

お
け
る｢

別
の
元
初｣

へ
の
転
換
を
準
備
す
る｢
最
も
将
来
的
な
者｣

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で｢

比
類
な
き｣

詩
人
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の｢

比
類
の
な
さ｣
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
試
論
で
老
子
を
引
用

し
よ
う
と
し
た
の
か
も
、
す
ぐ
に
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
。『
老
子
』
第
十
一
章
で
は
、「
す
べ
て
形
あ
る
も
の
が
役
に
立
つ
の
は
、
形
な

き
無
が
そ
の
働
き
を
な
す
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
詩
的
な
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
三
十
本
の
輻
（
や
）
が
一
つ

の
轂
（
こ
し
き
）
に
集
ま
っ
て
い
る
車
で
は
、「
車
輪
の
空
虚
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
車
と
し
て
の
働
き
」
が
あ
る
。
粘
土
を
捏
ね
て
作
っ

た
器
で
は
、
そ
の
「
空
虚
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
器
と
し
て
の
働
き
」
が
あ
る
。
ま
た
戸
や
窓
を
く
り
ぬ
い
て
作
っ
た
部
屋
で
は
、
そ
の
何

も
な
い
空
間
の
「
空
虚
な
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
部
屋
と
し
て
の
働
き
」
が
あ
る
。
こ
う
し
た｢

空
虚
の
働
き｣

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
言
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葉
で
語
れ
ば
、「
空
け
開
け
」
の
場
に
こ
そ
、「
隠
さ
れ
た
存
在
者
の
覆
い
を
取
っ
て
露
わ
に
す
る
」
と
い
う
存
在
開
示
の
働
き
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

か
つ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
お
け
る
教
授
就
任
講
義
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」（
一
九
二
九
年
）
に
お
い
て
、
存
在

者
を
存
在
者
と
し
て
露
わ
に
す
る｢

無｣

の
根
源
的
な
「
開
示
性
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
存
在
の
真
性
」
を
も
は
や
形
而

上
学
で
は
な
い
仕
方
で
問
お
う
と
す
る
そ
の
後
の「
存
在
の
思
索
」に
お
い
て
は
、「
無
」の
働
き
は「
存
在
の
覆
蔵
」と
し
て
理
解
さ
れ
、「
存

在
の
空
け
開
け
」
と
い
う
一
つ
の
出
来
事
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
今
や
「
空
け
開
け
」
は
、
存
在
が
現
成
す
る
「
場
処
」
の
意
味

を
付
与
さ
れ
、「
現
存
在
」と
し
て
の
人
間
の
本
質
も「
存
在
の
牧
人（
守
り
手
）」と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
存
在
の
空
け
開
け
」

は
、
現
存
在
の
「
現
」
と
し
て
か
つ
て
「
存
在
開
示
」
の
場
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
存
在
の
呼
び
求

め
に
応
え
、
存
在
の
真
性
を
守
る
べ
く
帰
属
す
る
場
所
と
し
て
、
存
在
の
真
性0

が
生
起0

す
る
「
性
起
の
出
来
事
」（Ereignis

）
と
な
る
の

で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
こ
う
し
た
「
存
在
の
空
け
開
け
」
に
お
い
て
、世
界
が
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
「
物
」

の
中
で
語
ら
れ
る
「
四
方
界
」（G

eviert

）
の
思
想
が
も
っ
と
も
よ
く
示
し
て
い
る
。「
四
方
界
」
は
、
現
代
世
界
を
支
配
す
る
「
集
立
」

を
ネ
ガ
と
す
れ
ば
、
ポ
ジ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
世
界
が
世
界
と
な
り
、
物
が
物
と
な
る
と
こ
ろ
、
物
の
固
有
性
が
顕
わ
と
な
り
、
物

の
近
さ
が
経
験
さ
れ
る
場
処
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
挙
げ
る
容
器
（
瓶
）
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
、物
の
近
さ
が
出
会
わ
れ
る
「
方
域
」

（G
egend

）
と
し
て
の
「
四
方
界
」
の
あ
り
方
を
、老
子
と
の
関
連
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
、で
き
る
だ
け
簡
単
に
叙
述
し
て
み
よ
う
。『
老

子
』
で
は
、
瓶
が
瓶
と
な
る
の
は
瓶
の
空
虚
な
と
こ
ろ
の
働
き
に
よ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
瓶
の
よ
う
な

物
は
、
注
ぎ
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
納
め
る
器
と
し
て
は
じ
め
て
物
と
な
る
。
瓶
の
働
き
は
、
た
と
え
ば
水
や
ワ
イ
ン
を
保
存
し
、
そ
こ
か

ら
汲
み
出
す
こ
と
に
あ
る
。
人
々
は
そ
う
し
た
仕
方
で
水
を
飲
ん
だ
り
、
ワ
イ
ン
を
神
々
に
献
げ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瓶
に
納
め
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ら
れ
た
水
や
ワ
イ
ン
は
、
人
々
の
喉
の
乾
き
を
し
ず
め
る
飲
み
物
と
な
り
、
供
物
と
し
て
神
々
に
献
げ
る
神
酒
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
ワ
イ
ン
を
納
め
献
げ
る
器
と
し
て
の
瓶
は
、
さ
ら
に
ワ
イ
ン
を
生
み
出
す
ブ
ド
ウ
の
実
や
、
ブ
ド
ウ
を
育
て
る
大
地

や
天
空
の
太
陽
と
結
び
つ
く
。
瓶
の
空
虚
な
と
こ
ろ
に
は
、
ワ
イ
ン
を
通
し
て
大
地
や
天
空
が
集
め
ら
れ
一
つ
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
空

虚
の
働
き
を
通
し
て
、
瓶
は
死
す
べ
き
人
々
や
神
々
が
集
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
瓶
を
瓶
と
し
て
物
た

ら
し
め
る
「
空
虚
な
と
こ
ろ
」
に
は
、
大
地
と
天
空
、
人
間
と
神
々
と
が
集
め
ら
れ
る
。
こ
の
四
者
は
、
そ
の
一
つ
が
考
え
ら
れ
る
場
合

に
は
残
り
の
三
者
も
共
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
瓶
の
空
虚
な
と
こ
ろ
に
宿
り
続
け
、
相
互
に
帰
属
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
物
の
空
虚
な
と
こ
ろ
が
も
つ
働
き
に
注
視
し
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
四
者
を
集
め
宿
り
続
け
さ
せ
る
世
界
を
「
四
方
界
」
と
名
づ
け

た
。「
四
方
界
」
は
、「
天
と
地
、
神
的
な
も
の
と
死
す
べ
き
も
の
」
と
が
お
の
ず
か
ら
一
つ
に
な
り
つ
つ
相
互
に
連
関
す
る
世
界
で
あ
り
、

同
時
に
ま
た
こ
の
「
四
方
界
」
の
出
来
事
と
し
て
、
物
が
物
と
な
り
、
世
界
が
世
界
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
瓶
と
し
て
の
物
の
出
来
事
と
「
四
方
界
」
と
い
う
世
界
の
あ
り
方
を
見
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
ち
に
『
老
子
』

第
二
五
章
に
お
い
て
語
ら
れ
る「
世
界
を
生
み
出
す
大
い
な
る
母
」と
し
て
の「
道
」の
こ
と
を
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
老
子
は
言
う
。「
こ

の
世
界
に
は
四
つ
の
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
王
は
そ
の
一
つ
を
占
め
て
い
る
。
人
は
地
の
あ
り
方
を
手
本
と
し
、
地
は
天
の
あ
り
方
を
手

本
と
し
、
天
は
道
の
あ
り
方
を
手
本
と
し
、
道
は
自
ず
か
ら
然
る
あ
り
方
を
手
本
と
す
る
」
）
29
（

と
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、
老
子
の
こ
の
言

葉
が
「
性
起
の
出
来
事
」
と
同
じ
次
元
に
立
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
た
は
ず
だ
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
メ
イ
の
よ
う
な
人
は
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
四
方
界
の
思
想
に
老
子
の
影
響
を
見
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
盗
作
の
嫌
疑
を
さ
え
か
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

こ
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、｢

別
の
元
初｣
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の｢

存
在
の
思
索｣

が
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
詩
句
と
響
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
よ
う
に
、「
空
虚
」
の
う
ち
に
「
道
」（Tao

）
の
合
図
を
見
て
取
り
、「
道
」
と
し
て

の
「
無
の
働
き
」
に
つ
い
て
語
る
老
子
の
言
葉
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
空
け
開
け｣

の
思
索
に
呼
応
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
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め
る
こ
と
で
十
分
で
は
な
い
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
思
索
」
は
、「
形
而
上
学
の
元
初
」（
第
一
の
元
初
）
を
問
い
求
め
、
形
而
上
学
的
表
象
的
思
惟
と
の
対
決
を

通
し
て
、「
別
の
元
初
」
へ
の
移
行
を
準
備
す
る
「
元
初
的
思
索
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
存
在
者
が
根
無
し
草
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る

現
代
世
界
の
「
存
在
喪
失
＝
歴
史
喪
失
」
の
只
中
に
あ
っ
て
、「
歴
史
か
そ
れ
と
も
歴
史
喪
失
か
」
と
い
う
決
断
の
場
に
立
ち
続
け
よ
う

と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
課
題
は
、西
洋
の
存
在
の
歴
史
を
弁
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、そ
の
意
味
で
彼
は
、徹
頭
徹
尾
、西
洋
の
「
思

索
者
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
思
索
」
に
と
っ
て
東
ア
ジ
ア
と
の
対
話
は
、
あ
く
ま
で
西
洋
的
思
惟
の
元
初
を

問
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
見
れ
ば
、ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
西
洋
の
歴
史
の
中
で
、西
洋
の
形
而
上
学
と
は「
別

の
元
初
」
を
準
備
す
る
「
将
来
的
な
者
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
に
固
有
の
元
初
的
経
験
を
響
か
せ
る
老
子
の
言
葉
は
、
西
洋
の

形
而
上
学
と
は
「
別
の
元
初
」
を
開
い
た
も
の
と
し
て
、
同
じ
「
将
来
的
な
者
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
死
の
直
前
、
全
集
第
一
巻
の
最
初
の
頁
に
手
書
き
で
、｢

道
―
―
作
品
で
は
な
い｣

（W
ege

―
―nicht W

erke

）
と
記

し
た
。ハ
イ
デ
ガ
ー
が
生
前
に
出
版
し
た
重
要
な
論
集
に
も
、『
杣
径
』（H

olzw
ege

）や『
道
標
』（W

egm
arken

）な
ど
、表
題
に「
道
」（W

eg

）

を
含
む
も
の
が
あ
る
。｢

道｣

は
、
彼
の
思
索
の
道
程
を
表
す
の
み
な
ら
ず
、
論
文｢

言
葉
へ
の
道｣

（W
eg zur Sprache

）
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
思
索
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
論
文｢
言
葉
の
本
質｣

で
は
、
老
子
の｢

道｣

（Tao)

に
こ
と
さ
ら
言
及
し
、

｢

お
そ
ら
く
〈
道
〉
と
い
う
語
は
、
熟
考
す
る
人
間
に
語
り
か
け
る
言
語
の
根
本
語
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

る
と
、
老
子
の
中
心
概
念
で
あ
るTao

は｢

す
べ
て
を
動
か
す
道｣

で
あ
り
、｢
理
性
・
精
神
・
意
味
・
ロ
ゴ
ス
が
、
本
来
、
何
を
言
お
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う
と
し
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
場
合
の
原
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
こ
の
語
に
は
、「
思
索
し
つ
つ

言
う
」
こ
と
の
も
つ
、「
あ
ら
ゆ
る
秘
密
の
中
の
最
た
る
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
た
別
の
箇
所
で
、
老
子
の
「
お
の
れ
の
明
る
さ
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
お
の
れ
の
暗
や
み
の
中
へ
身
を
隠
す
」
と
い

う
言
葉
を
引
用
し
、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
中
に
も
働
い
て
い
る
暗
や
み
に
注
視
し
、
暗
や
み
を
不
可
避
の
も
の
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
に

こ
そ
、思
索
を
本
質
と
す
る
人
間
が
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
た
）
30
（

。ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
る
こ
う
し
た
暗
や
み
は
、「
自

ら
を
覆
蔵
す
る
存
在
」
の
「
空
け
開
け
」
の
場
の
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
存
在
の
空
け
開
け
」
を
思
索
す
る
こ
と
を
通

し
て
開
か
れ
る
一
つ
の
「
領
域
」（B

ereich

）
こ
そ
、
老
子
が
語
るTao

に
通
じ
る
「
道
」（W

eg

）
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て

思
索
す
る
こ
と
は
「
道
を
拓
く
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
道
」
の
途
上
に
お
い
て
は
じ
め
て
、「
存
在
の
思
索
」
と
い
う
「
変
容
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
思
惟
」
を
「
東
ア
ジ
ア
の
思
惟
と
の
対
決
に
も
た
ら
す
」
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
老
子
の
解
釈
に
対
し
て
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
さ
ん
、
あ
な
た
は
自
ら
の
思
索
が
東
ア
ジ
ア
の
思
索
と
ま
っ
た
く
異
な
る
西

洋
の
ロ
ゴ
ス
的
伝
統
に
立
つ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
老
子
の
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
人
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
そ
う
尋
ね
ら
れ
る
あ
な
た
は
、
私
で
も
な
い
の
に
、
私
が
老
子
の
こ

と
が
わ
か
ら
な
い
と
ど
う
し
て
わ
か
る
の
で
す
か
」
と
、
問
い
返
す
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
ひ
と
は
荘
子
の
有
名
な
話
を
思
い
出
す
で

あ
ろ
う
。
荘
子
が
恵
子
と
一
緒
に
連
れ
立
っ
て
川
に
架
か
る
石
橋
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
た
と
き
、
荘
子
が
橋
の
上
で
、
魚
が
ゆ
っ
た
り
と
泳

ぎ
回
っ
て
い
る
の
を
眺
め
て
、「
魚
も
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
ね
」
と
い
う
と
、
恵
子
が
「
あ
な
た
は
魚
で
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
ん

な
こ
と
が
わ
か
る
の
か
」
と
詰
問
し
た
の
に
対
し
、
荘
子
が
「
そ
う
い
う
あ
な
た
も
私
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
私
に
、
魚
が
楽
し
ん

で
い
る
の
が
わ
か
ら
な
い
と
、
わ
か
る
の
か
ね
」
と
言
い
返
し
た
と
い
う
有
名
な
話
で
あ
る
。
本
源
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
恵

子
が
荘
子
に
対
し
て
「
ど
う
し
て
魚
の
こ
と
が
わ
か
る
の
か
」
と
尋
ね
る
こ
と
自
体
、魚
の
楽
し
さ
が
荘
子
に
は
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
、
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恵
子
自
身
も
ど
こ
か
で
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
話
を
好
ん
で
お
り
、
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
の
あ
と
の
参

加
者
た
ち
と
の
懇
親
会
で
、「
他
者
の
立
場
に
は
た
し
て
自
分
は
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
他
者
理
解
の
可
能
性
が
話
題
に
あ

が
っ
た
際
に
、
皆
に
紹
介
し
て
解
説
し
た
そ
う
だ
）
31
（

。
西
洋
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る
西
洋
人
は
、
東
ア
ジ
ア
の
人
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
の
伝
統
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
と
い
う
疑
念
は
、
異
な
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
二
つ
に
分
け
、
そ
の
枠
を
固
定
す
る
こ

と
に
も
と
づ
く
。
こ
う
し
た
表
象
か
ら
離
れ
て
、
差
異
が
差
異
と
し
て
現
れ
る
本
源
に
立
ち
帰
っ
て
み
れ
ば
、
異
な
る
も
の
が
異
な
っ
た

ま
ま
一
つ
で
あ
り
、両
者
が
対
立
し
つ
つ
互
い
に
帰
属
し
あ
う
「
自
己
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
対
話
の
場
が
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と0

東
ア
ジ
ア
」
の
「
と0

」
に
も
、
西
田
幾
多
郎
が
好
ん
で
引
用
し
た
大
燈
国
師
の
言
葉
「
億
劫
相
別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
、

尽
日
相
対
し
て
刹
那
も
対
せ
ず
」
が
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田
は
、
東
洋
文
化
の
根
底
に
は
「
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声

な
き
者
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
と
語
っ
た
が
）
32
（

、
老
子
の
「
道
」（Tao

）
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
の

言
葉
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
西
洋
の
哲
学
者
の
誰
よ
り
も
よ
く
理
解
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

雑
誌『
理
想
』
第
四
四
四
号『
ハ
イ
デ
ガ
ー
生
誕
八
十
年
記
念
特

集
』（
一
九
七
〇
年
）参
照
。

（
2
） 

パ
ー
ク
ス（G

raham
 Parkes

）
が
編
纂
し
た
論
集H

EID
EG

-
G

ER and ASIAN
 TH

O
U

G
H

T,  H
onolulu 1987

を
参
照
。
こ
の

中
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
老
子
の
翻
訳
を
試
み
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
蕭
欣
義
の
エ
ッ
セ
ー
や
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
者
と
し
て
も

著
名
な
ペ
ゲ
ラ
ー（O

tto Pöggeler

）の
論
文｢

東
西
の
対
話̶

̶

ハ
イ

デ
ガ
ー
と
老
子｣

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
ド
イ
ツ
や
ア
メ

リ
カ
を
は
じ
め
諸
国
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
東
ア
ジ
ア
の
影
響
関
係
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

（
3
） Reinhard M

ay, H
eideggers W

erk unter ostasiatischem
 

Einfluss （Franz Steiner Verlag W
iesbaden G

M
B

H
, Stuttgart 
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1989
）.

（
4
） 
一
九
四
九
年
八
月
十
二
日
付
け
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
宛
の
書
簡
参
照
。

（
5
） 

現
在
で
は
、G

A
.12, U

nterw
egs zur Sprache, S.79 ~ 146

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
6
） 

理
想
社
版
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
選
集
二
十
一『
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
対

話
』（
手
塚
冨
雄
訳
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
訳
者
の
解
説
、
お
よ
び
訳
者

の
エ
ッ
セ
ー「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
一
時
間
」を
参
照
。

（
7
） M

.H
eidegger, G

A
.12, S.133.

（
8
） G

A
.12, S.96. 

こ
れ
も
、
か
つ
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
九
鬼
の
対

話
で
実
際
に
語
ら
れ
た
内
容
で
あ
る
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

手
塚
に
よ
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
話
の
中
で
、
日
本
芸
術
の「
感

覚
的
性
格
を
超
え
た
象
徴
的
性
格
」あ
る
い
は「
精
神
的
性
格
」が
話
題

に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
9
） 

周
知
の
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
し
た
現
代
世
界
の
あ

り
方
をG

estell

と
名
づ
け
て
い
る
。G

estell

は
、｢

集
立｣
と
か

「
総
か
り
立
て
体
制｣

と
訳
さ
れ
、
機
能
的
視
点
か
ら
物
を「
表
象
」

（Vorstellen

）し「
製
作
」（H

erstellen

）し「
注
文
」（B

estellen

）す
る

と
い
う
仕
方
に
含
ま
れ
る「
立
て
る
」（Stellen

）
こ
と
に
着
目
し
て
作

ら
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
造
語
で
あ
り
、
現
代
技
術
の
本
質
を
言
い
表
し

て
い
る
。

（
10
） G

A
.12, S.108. 

こ
の
問
い
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
手
塚
と
の
対
話

の
中
で
実
際
に
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
別
な
問
い（
注

17
参
照
）と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
者
の
問
い
は
、

｢

言
葉
に
つ
い
て
の
対
話｣

の
中
で
は「
問
い
」
と
い
う
形
で
こ
と
さ
ら

尋
ね
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
日
本
の
芸
術
経
験
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の

中
で
登
場
さ
せ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
巧
妙
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

（
11
） W

esen 

が
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

が
言
葉
の「
本
質｣

を
表
す
よ
り
も
、｢

言
葉
が
立
ち
現
れ
る
、
現
成
す

る
」
と
い
う
動
詞
的
意
味
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た

い
。

（
12
） 

前
掲
書「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
一
時
間
」
一
六
〇
頁
以
下
。
こ
の
説

明
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
に
適
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。た
だ
、

｢

お
も
し
ろ
い
。
で
は
、
き
み
、
日
本
語
の
こ
と
ば
の
意
味
は
、D

ing

（
物
）だ
ね
」と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
反
応
に
は
す
こ
し
お
ど
ろ
か
さ
れ

る
。
こ
れ
は｢

物｣

と｢

言
葉｣

の
本
質
的
連
関
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
暗
示
す
る
発
言
で
あ
り
、
深
く
考
え
さ
せ

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
13
） G

A
.12, S.115

参
照
。

（
14
） 
同 S.116.

（
15
） 

同 S.85.
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（
16
） 
同S.134.

（
17
） 
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
手
塚
と
の
対
話
で
は
、
日
本
的
形
而
上
学
性
を

め
ぐ
っ
て
の
話
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
日
本
語
に
お
い
て「
現
象
」

（Erscheinung
）と「
本
質
」（W

esen

）を
表
す
も
っ
と
も
普
通
の
こ
と

ば
に
つ
い
て
尋
ね
て
き
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
前
掲
書
一
六
二

頁
）。
こ
の
質
問
に
対
し
て
手
塚
は
、
通
常
語
で
は
な
い
も
の
の
一
般

に
流
布
し
て
い
る
こ
と
ば
と
し
て
、
仏
教
語
の「
色
」と「
空
」を
挙
げ
、

色
即
是
空
、
空
即
是
色
と
し
て
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
同
一
的

に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。「
色
は
い
ろ
、色
彩
、し
た
が
っ

て
現
象
。
空
は
本
来Leere

で
し
ょ
う
が
、
ま
た〈
そ
ら
〉（H

im
m

el

）

で
あ
り
、das O

ffene

（
ひ
ら
い
た
世
界
）で
も
あ
り
ま
す
。
一
面
で
は

空
無
で
す
が
、
そ
の
空
無
は
、
消
極
的
意
味
ば
か
り
で
な
く
、
万
物
の

根
源
的
な
あ
り
か
た
、
し
た
が
っ
て
ま
た
理
想
と
し
て
追
求
さ
れ
る
状

態
を
指
向
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
」、と
説
明
を
受
け
て
、ハ
イ
デ
ガ
ー

が
非
常
に
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

（
18
） G

A
.12, S143.

（
19
） G

A
.79, S.93. 

ハ
イ
デ
ガ
ー
はV

ictor von Strauss

の
訳
を

使
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
す
る
と「
お
の
れ
の
明
る

さ
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
お
の
れ
の
暗
や
み
の
中
へ
身
を
隠
す
」（
森

一
郎
訳
、
創
文
社
版
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
七
十
九
巻
一
一
四
頁
）
と

な
ろ
う
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
引
用
は
、原
文
の「
知
其
白
、守
其
黑
、

爲
天
下
式
」
の
最
後
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
意
味
が
か
な
り
変

わ
っ
て
き
て
い
る
。色
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
訳
は
様
々
で
あ
る
が
、

た
と
え
ば
岩
波
文
庫
の
蜂
屋
邦
夫
訳
で
は
、「
賢
明
な
あ
り
方
を
知
り

な
が
ら
、
暗
愚
の
立
場
を
守
っ
て
い
く
と
、
世
の
中
の
人
々
が
仰
ぎ
見

る
模
範
と
な
る
」と
な
っ
て
い
る
。以
下
、老
子
の
日
本
語
訳
と
し
て
は
、

蜂
屋
訳
に
加
え
て
、
福
永
光
司
訳
を
使
用
す
る
。

（
20
） 

一
九
六
五
年
八
月
八
日
づ
け
のSiegfried B

röse

宛
の
手
紙

（G
A

.16, S.617f.

）。
こ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
はv. J. U

lenbrook

の

翻
訳
を
使
っ
て
い
る
。

（
21
） 

功
遂
身
退
、
天
之
道
。

（
22
）  Paul Shin-yi H

siao, "W
IR

 T
R

A
FE

N
 U

N
S A

M
 

H
O

LZM
A

R
K

TPLATZ" in Erinnerung an M
artin H

eideg-
ger, Verlag G

ünter N
eske Pfullingen 1977. 

な
お
こ
の
文
の
英

語
版
は
、
後
にG

raham
 Parkes

が
編
纂
し
た
前
掲
書H

EID
EG

-
G

ER and ASIAN
 TH

O
U

G
H

T

の
中
に
、”H

eidegger and O
ur 

Translation of the Tao Te C
hing"

と
い
う
表
題
で
、
少
し
形
を
変

え
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
23
） G

A
.7, S.36.

（
24
） G

raham
 Parkes

編
の
前
掲
書P.102

〜103

。
老
子
の
こ
の



五
九

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
東
ア
ジ
ア
の
対
話
　〔
嶺
〕

言
葉
が
大
変
気
に
入
っ
た
の
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
蕭
欣
義
に
こ
の
言
葉

を
揮
毫
し
て
も
ら
い
、
書
斎
の
壁
に
飾
っ
て
い
た
と
い
う
。

（
25
） G

A
.79, S.7f. 

創
文
社
版
全
集
七
十
九
巻
一
〇
頁
。

（
26
） G

A
.75, S.43.

（
27
） 

志
野
好
伸
は
論
文「〈
無
〉
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
と
中

国
学
の
対
話
」（
明
治
大
学
教
養
論
集
通
巻
五
二
二
号
、
二
〇
一
七

年
）
に
お
い
て
、
老
子
の「
道
」
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
ブ
レ
ー
メ

ン
講
演「
物
」
や「
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
」
に
認
め
ら
れ
る「
集
約
」

（Versam
m

lung

）
に
注
目
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
理
解
、
ロ
ゴ

ス
の
理
解
、
と
り
わ
け「
四
方
界
」（G

eviert
）と
老
子
の「
道
」の
思
想

を
く
わ
し
く
比
較
検
討
し
て
い
る
。

（
28
） G

A
.75, S.39

参
照
。

（
29
） 

域
中
有
四
大
、
而
王
居
其
一
焉
。
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法
、

法
自
然
。

（
30
） 

注
19
参
照
。

（
31
） 

荘
子
外
篇
秋
水「
莊
子
與
惠
子
於
濠
梁
之
上
」。 H

.W
.Petzet, 

Auf einen Stern zugehen, Frankfurt a.M
. 1983, S.24 

参
照
。

（
32
） 

西
田
幾
多
郎
新
版
全
集
第
三
巻
二
五
五
頁
。
ま
た『
老
子
』
第

十
四
章
を
参
照
。




