
ハ

イ

デ

ッ

ガ

ー

に

お

い

て

哲

学

を

-
現
存

在

の
現

象
学

的
存

在

論

考

究

田

中

敦

「
半

世

紀

こ

の
方

、

二

i
チ

ェ
に

関

す

る

文

献

が

お

び

た

だ

し

く

量

を

増

し

て

い
る

か

ら

と

い

っ

て
、

我

々

は

ニ
ー

チ

ェ
の
思

惟

が
見

出

さ

れ

て

い

る

と

い
う

よ

う

な

思

い
込

み

に
欺

か

れ

た

り

し

な

い
よ

う

に
し

よ

う

。

」

「
さ

て

し

か

し

な

が

ら

、

そ

も

そ
も

こ
i

チ

ェ
の
思

惟

と

の
出

会

い
が

可

能

で

あ

る

た

め

に

は
、

我

々

は
何

よ

り

も

ま

ず

そ

れ

を

見

出

(
1
)

さ

な

く

て
は

な

ら

な

い

。

」

一

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の
哲

学

私

は
こ

こ
二
、

三
年
、
主

と
し

て

『存

在
と
時

間
』

に
至
る
初
期

ハ
イ
デ

ッ
ガ

!
の
哲
学
を
、
哲

学
的
な

知

の
原
理
的
探
究

と
し

て
解

釈
す

る
試

み
を
続

け

て
き

た
。
そ
れ

は
本
稿

の
奇
妙

な
題

に
関
連

さ

せ
る
な
ら
、

「
ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
哲
学
」
を
研

究
す

る
と

い
う
態
度

を
改

め
、
む

し
ろ

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
に
お

い
て
哲

学
と

い
う

も

の
を
学

ぶ
、
と

い
う
姿
勢

を
自
覚

的

に
取

る
よ
う

に
な

っ
て
き

た
こ
と
と
言

え

る
か
も
知

れ
な

い
。

表

題

の
奇
妙

さ
に

関
し

て
、
最

初
に
少

し
説

明
を
加
え

ね
ば

な
ら

な

い
で
あ

ろ
う

。
私

は
ま

ず
最
初

に
、
余
り

に
も
基
本

的
で
馬
鹿
げ

3/ハ イデ ッガーにおいて哲学 を



て

い
る
か
も

し
れ
な

い

一
つ
の
確

認
か
ら
始

め
た

い
と

思
う
。

カ

ン

ト

の
言
葉

で
あ
る
が
、
哲
学

を
学

ぶ
こ
と

は
で
き
な

い
が
、
哲
学
す

る
こ
と

で
あ

れ
ば
学

ぶ
こ
と
が

で
き

る
、

と

い
う
事
態

の
こ
と

で
あ

(
2
)

る
。
こ
れ

は
何
も

「
学

ぶ
」
こ
と

に
限
ら

れ
る
も

の
で
は
な

い
。
述

べ
る

こ
と
、

理
解

す

る
こ
と

に

つ
い
て
も

、
同
じ

こ
と

が
言
え

る
は

ず

で
あ

る
。
そ
う
す

る
と
、
先

の
言
葉

は
誰
そ
れ

の
哲

学
、
例

え
ば

デ
カ

ル
ト

の
哲
学
、

カ

ン
ト

の
哲
学

を
抜

き
に
し

て
、

い
き
な

り
哲

学

一
般

「
を
」
論
じ

る
こ
と
は

で
き
な

い
と

い
う
意

味

に
理
解

す
る

こ
と

も

で
き

る
。

あ

る

い
は
む

し

ろ

こ
う

言

う

べ
き

か
も

知

れ
な

い
。
誰

そ
れ

の
哲
学

と

い
う
と

き
、
何

か

「
哲
学

そ

の
も

の
」

と

い

う
も

の
が
あ
り
、

そ
れ

の
あ

る
特

殊
な
限

定
さ

れ
た
形
態

に
そ
れ
は

過
ぎ
な

い
と
す

る
、

自
然
と
陥

り
易

い
暗

黙

の
理
解

か
ら
自
由

で
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
の
だ
と
。

こ
う

し

た
理
解
は
、
個

々
の
哲
学

的
営

為
を
離

れ

て
、
哲
学

一
般

な
る
も

の
が
、
た
と
え
意

味

の
上

だ
け

に

せ
よ
、

成
立

し
て

い
る
と
す

る
、
根
拠

を
欠

い
た
誤

解
な

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
先

の
カ
ン
ト

の
言

葉
を

こ
の
よ
う

に
理

解
す

る
な

ら
、

「
哲
学
す

る
こ
と
を

」
学

ぶ
と

は
、

あ

る
哲

学
者

の

哲
学

探
究
と

い
う

具
体

的
な
営

み
を

離
れ
な

い
場
合

に
、
意

味
を
も

っ
て
語
り

得

る

こ
と

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

こ

れ

に
反
し

て

「
哲
学

を

」
学

ぶ
と

い
う

時

に
は
、
何

ら

か

の
意

味

で
哲
学

一
般

の
概
念

を
、
個

々
の
営

み
を
離

れ
て
も
論

じ
得

る
と

い
う

考
え

に
立

つ
こ
と

に
な

る
。

こ
の
よ
う

に
、
哲
学

の

一
般
的
意
味
を

無
批
判

に
前
提

し

先
行

さ
せ

る
こ
と

へ
の
批
判

と
し

て
、
私

は
先

の
カ

ン
ト

の
言
葉

を

理
解
す

る

つ
も
り

で
あ

る
。

も

っ
と

言
え
ば
、

そ
う

し
た

「
哲
学

一

般
」

の
意

味
は
、

ど

こ
か
ら
得

ら

れ
ど

の
よ
う

に
形
成

さ
れ
た

に
せ

よ
、
通

俗
性
、

公
開
性

の
水
準

を
出

る
こ
と

は
な

い
し
、
悪
く
す

る

と
自

己

の
主
観

的
な
思

い
込

み
を
無

批
判

に
絶

対
化

し
て
し
ま
う

こ

と

に
な

る
か
も
知

れ
な

い
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
哲
学

に
関
し

て
自

分
が
持

っ
て

い
る
先
行
的

理
解

(
3
)

を

ま
ず

吟
味
す

る
こ
と

が
必

要

で
あ

る
。
哲
学

に

つ
い
て

の
先
行

的

理
解

か
ら
自
由

に
な

る
と

い
う

こ
と

は
、
別

の
言

い
方

を
す
れ

ば
、

哲
学

を
あ

る

い
は
存
在
論
的

学
を

ど

こ
か

ら
ど

の
よ
う

に
始
め

る

べ

き

か
、
そ

の
学

び

の
端
緒
を

ど

こ
に
求
め

る

べ
き
か

、
ま
た
端
緒

が

得

ら
れ
た
と

し

て
、

そ
こ
か
ら

ど
の
よ
う

な
道
筋
を

辿

っ
て
進

ん

で

い
く

べ
き

か
と

い
う

こ
と
を
、

そ

の
探
究

の
現
場

に
自
ら
居
合

わ
せ

る
仕
方

で
具
体

的

に
理
解
す

る
、

そ

の
理
解

を
深
め

て

い
く
と

い
う

こ
と

に
ほ
か
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う

。
そ

の
こ
と
を
、

具
体
的

に
私

の

場
合

で
言

う
な
ら
ば

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
に
お

い
て
哲

学
と

い
う

も

の

ハ イデ ッガー において哲学 を/4



を
学

ぶ
と

い
う

こ
と

に
な
る
し
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の
哲
学

の
営

み
と

い
う
個

別
的
具
体

的
な
場
面

に
自
ら
身

を
置
き
、

そ

の
場
を
離

れ
な

い
と

い
う

こ
と

を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。

し

か
し
、

こ
の
よ
う
な
学
び

は
想
像

さ
れ

る
以

上
に
、
独
特

の
困

難
を
は

ら
ん

で
い
る
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
述

べ
て

い
る
事
柄

の
ど

の

点

が
哲
学

的

に
重

要

で
あ

る

の
か
、

あ

る

い
は

一
般

に

ハ
イ

デ

ッ

ガ

!
の
哲

学
は
ど

の
意
味

で
哲

学
だ
と
言

え

る
の
か
、
そ

れ
を

判
断

で
き

る
た
め

に
も
、

哲
学

に
関

し

て
何

ら
か

の
理
解

を
持

っ
て

い
な

く

て
は

な
ら
な

い
か
ら

で
あ

る
。
し

か
し
、
ま
さ

に
存
在
論
的

探
究

の
持

つ
同

様

の
困
難

を
十
分

に
意
識
し
、

方
法
的

に
慎
重

に
突

き
詰

め

て
い
る

の
が

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の

『存
在

と
時
間
』

で
あ

る
こ
と
は

あ

ら
た
め

て
言
う
ま

で
も
な

い
。
存

在
を

問
う
こ
と

が

で
き

る
た
め

に
は
、
問

わ
れ

る
当

の
存
在

が
既
に
何
ら

か

の
仕
方

で
理
解
さ

れ

て

(
4

)

い
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
循
環

の
問
題

は

『存

在
と

時
間
』

で
し
ば

し
ば
論

じ
ら
れ

て
い
る
。
し
か

し
、
循
環

「
を
」
論

じ
る

こ
と

は
、

こ

の
論
じ

て

い
る
言
説

そ
れ
自
身

が
、
必
然

的
に
問

題

の

「
循
環

」

の
外
部

に
立

つ
結
果

に
な
ら
ざ

る
を
得
な

い
。
こ

の
点

は
、
ど

れ
ほ

ど
慎
重

に
考
え

て
も

慎
重

で
あ

り
過
ぎ

る
こ
と
は
な

い
。
本
稿

で
は

そ
う

し
た
循

環

の
な

か
に
留
ま

る
言
説
、

語
り

の
本
質

的
意
味
を

少

し

で
も
明

ら
か

に
す

る

べ
く
、

既

に
お

お
か
た

は
熟

知
さ

れ

て
い
る

と
考
え
ら

れ

る
現
存

在

の
意
味

を
、
現
象
学

と

の
関

係

で
明

ら
か

に

し
た

い
。

つ
ま
り
、
存
在

の
問

い
を
問
う

こ
と
は
、

循
環

に
留

ま

る

思
惟

に
と

っ
て
は
、

問

い
の
存
在

、
問
う

こ
と

の
存
在

に
ほ
か
な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
も
う

少
し
分

か
り

易
く

言
え
ば
、

存
在

の
意

味
を

問
う
と

い
う

こ
と
は
、
適

切
な
仕
方

で
そ

の
問

い
を

形
成

す

る

こ
と

に
ほ
か
な

ら
な

い
し
、

こ
の
問

い
を
存

在
論

的
知

の
可
能

性

の
条
件
と

し
て
仕
上
げ

る
と

い
う
仕

方

で
存

在
す

る
と

い
う

こ
と

(
5
)

で
あ

る
。
あ

る

い
は
同

じ
こ
と

で
あ

る
が
、
現
存

在

の
解

釈
学

的
現

象
学

は
解
釈

学
的
現
象
学

の
現
存

在

に
ほ

か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

循
環

の
な

か
に
留
ま

る
こ
と
は
、
ま
ず

現
存
在

の
理
解

か
ら

ど
う

し
て
も
要
請

さ
れ
る

こ
と

で
あ
り
、

つ
ぎ

に
現
象

学
と
存

在
論

の
関

係

の
正
し

い
理
解

に
と

っ
て
欠
く

こ
と

が

で
き

な

い
条
件

と
な

る
。

後
者
を

言

い
換
え

る
な
ら
、

探
究

の
主
題

で
あ

る

「
何

か
」
は

そ
の

論

じ
方
、

取

り
扱

い
方

の

「
如

何

に
」

の
方

か

ら
規
定

さ
れ

て
く

る
、
あ

る

い
は
存
在

論
は
現

象
学

に
よ

っ
て
可
能

に
な

る
と

い
う

こ

(6
)

と

で
あ

る
。
循
環

か
ら
ひ
と

た
び
脱
却
し

て
し
ま
え

ば
、
何

ら

か
の

意
味

で

「
対
象

」
(主

題

で
あ

る
現
存
在

)と

そ
れ
を
考

察
す

る
知

の

関
係
を

、
理
論
的

に
構
成
し

な
く

て
は
な

ら
な
く

な

る
は
ず

だ

か
ら

5/ハ イデ ッガー において哲学 を



で
あ

る
。ニ

ゲ
ー

ツ

マ
ン
に

よ

る

『
存

在

と

時

間
』

の
解
釈

こ
こ
で

は
ま
ず

、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
の
哲

学
を
科
学

論
、
学

問
論
と

し
て
理
解

し
よ
う

と
し

て
い
る

C

・
F

・
ゲ

ー
ツ

マ
ン
の
議
論

の
中

心
点
を
確

認
し

よ
う

。

ゲ
ー

ツ
マ
ン
は

『存

在
と
時

間
』
を

現
象

学

的
構
想

の
改
革

の
試
み
と
考
え

る
。
す

な
わ
ち
、

フ
ッ
サ

!
ル
で
は

ま
だ
構

成
す

る
主

観
と
構
成

さ
れ

る
対
象

の
区
別

と

い
う
前
提

に
囚

わ
れ
て

い
た
現
象
学

的
存
在

論
を
、

そ
の
区
別
以
前

の

「
存
在

者

の

構

成

の
完
遂

」

の
中

に
求

め

よ
う

と
す

る
も

の
と

考

え

る

の
で
あ

(
7

)
る
。
方

法
論

的

な
考

察

に
基
づ

く

諸
学

問

の
存
在

論

的
基

礎
づ

け

(
8
)

が
、
基
礎

的
存
在

論

の
構
想

の
内
実

な
の

で
あ

っ
て
、

『存
在

と
時

間
』

は
学

問
論
と

し

て
も
理
解

で
き

る
と

い
う
程

度

の
意
味

で
は
な

い
。

「
基
礎
的
存

在
論

が
そ

の
解
決
を

目
指
す
課

題
と
し

て
い
る

こ

(
9

)

と

こ
そ
、
諸
学
問

の
基
礎
づ

け
と

い
う

問
題
な

の
で
あ

る
」

。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、

『存

在
と
時
間
』

で
提
出

さ
れ

た
哲
学

探
究

は
、

単
な

る
人
間
的
実
存

の
解
明
を

目
指

し

た
実
存

哲
学

で
も
、

フ

ッ
サ
ー

ル

の
現
象

学
を

さ
ら
に
具
体

的

に
キ

ェ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
的
な
実
存

と
関
係

づ
け

た

「
解
釈

学
的
現
象
学

」

で
も

な
く
、
何

よ
り
も
哲
学

的
な
知

の
原
理

と
方

法

の
探
究
だ
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

ゲ
ー

ツ

マ
ン
に
よ
れ
ば
、

フ

ッ
サ
ー
ル

の
超
越

論
的
存
在

論
は
、

措
定

さ
れ
た
も

の

(構
成

さ
れ
た
も

の
)
を
措
定
す

る
も

の

(構
成

す

る
も

の
)

に
ま
で
遡

っ
て
根
拠
づ

け
る
と

い
う

意
味

で
、

一
切

の

実
証
科

学

に
と

っ
て

ア
プ

リ
オ

リ
な
根

本
学
科

で
麓

・

し
か
』

」

こ
で
問

題
な

の
は
、

「
現
象

学
的
還

元
に
よ

っ
て
、
予
め
存
在

者

の

二

つ
の
領
分

、
す

な

わ
ち

意

識
と

〈
超

越

的

〉
存

在

者
と

の
間

の

(
11
)

〈
基
礎

的
区
別

V
が
定
式
化

さ
れ

て
し
ま

っ
た
」

だ
け

で
は
な

い
。

そ
れ
と

同
時

に
、
構

成
さ

れ
る
も

の
が
世
界
と
、

ま
た
構
成
す

る
も

(
12
)

の
が
自

我
と
同

一
視

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー

の
批

判
は
、

こ
う
し

た
問
題
連
関

の
な
か

で
理
解
さ

れ
る

べ
き
だ
と

さ
れ

る
。

そ
れ

に
よ
れ
ば

、
構
成

者
と
被
構
成

者
と

の
基
礎

的
区
別

は
、

フ

ッ
サ
ー

ル
の
よ
う

に
、
世

界
を
欠
く
主

観
と
超
越

的
世
界
と

の
問

に
あ

る

の
で
は
な

い
。
主
観

は
本
質
的

に
世
界

の
な
か

に
、
他

者
と

共

に
あ

る

こ
と

に
な

る
。
あ

る

い
は
同

じ

こ
と

で
あ

る
が
、

「
現
存

在
が

そ

の
内

に
存
在

せ
ね
ば

な
ら
な

い
世

界
は
、
方
法

的

に
は
構
成

す

る
者

の
側

に
属
す

」

の
で
あ
り
、

こ
れ

に
対
し

て
、
構
成

さ
れ
る

ハ イデ ッガー において哲学 を/6



側

に
来

る
世

界
は

、
諸

学

問

の
分
野

で
あ

る
領
域

的

な
世

界

に
な

(
13
)

る
、
と
ゲ

ー
ツ

マ
ン
は
述

べ
る
の
で
あ
る
。

ゲ

ー
ツ

マ
ン
の
解

釈

の
な

か
で
も
と
く

に
精
彩
を

放

っ
て

い
る
の

は
、

こ
の
世
界

の
位

置
づ
け

の
理
解

で
あ

る
。
し

か
し
同
様

に
力

の

こ
も

っ
た
分
析

に
な

っ
て

い
る
、
学
問

あ

る
い
は
理
論
的
認

識

の
存

在
論
的

生
成

の
考
察

に
は
、

も

の
足
り

な
さ
が
残

る
。
手
許

的
存
在

者
と

の
日
常
性

に
お
け

る
配
慮

的
交
渉

か
ら
、
直
前

的
存
在

者

の
理

論
的

認
識
が
成
立
す

る
こ
と
の
う

ち
に
、
生
活
世

界
的

な
道
具
と
数

学
的
自

然
科
学
的

な
客
観

と

の
同

一
視
と

い
う

問
題

の
次
元
を
指
摘

(
14
V

す

る
だ
け

で
は
、

フ

ッ
サ
ー
ル

の
現
象

学

に
対
す

る
根

本
的
批
判

の

理
解

と
し

て
は
不
十
分

で
あ
ろ
う

。
む
し

ろ
、

理
論
的

認
識

の
成
立

と

い
う

こ

の
連

関

で
は

、
後

述
す

る
よ
う

に
現

存
在

の
存
在

様

式

「如

何
に
」

か
ら
、

そ

の
対
象

「
何
か
」

が
成
立
す

る
と

い
う

、

ハ

イ
デ

ッ
ガ

ー

の
現
象
学

に
独
自

な
洞
察
を

見
て
取
る

こ
と
が
肝

心

で

あ
る
。

こ
の
例
に
限

ら
ず
、
ゲ

ー

ツ
マ
ン
の
解
釈

に
は
、
優

れ
た
着

眼
点

に
も
拘

わ
ら
ず

、
不
徹
底

な
と

こ
ろ
が
残

つ
て

い
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
が

フ
ッ
サ

ー
ル

の
現
象
学

理
解
を

批
判
的

に
乗
り
越
え

た
と

は
見

て
い
て
も
、
依

然
と
し

て

フ
ッ
サ
ー
ル

の
現
象
学

の
徹
底

化
と

い
う
解
釈

の
基
本

は
動

い
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

そ

の
こ
と

は
、
学

問

の
論
理

的
概
念
と
実
存

論
的

概
念

と
を

、
補

い
あ

う
関
係

と
し

て

捉
え

る
態
度

に
も
認

め
る
こ
と

が
で
き

る
。
し
か

る

に
、

ハ
イ
デ

ッ

ガ
ー
は

一
九

二
一二
年

の
講

義

の
な
か

で
、
学

問
を

「
諸
命
題

と
根
拠

づ

け
諸
連

関

の
全
体
と

見
徹
し

て
は
な

ら
な

い
」
と

述

べ
て
お
り
、

(
15
)

明

ら
か

に
論
理
的
概
念

の
方
は
退

け
て

い
る

の
で
あ

る
。

さ
ら

に
、
ゲ

ー
ツ

マ
ン
は

『存

在
と
時

間
』

に
於

け

る
現
存

在

の

分
析
を
、

世
界

-
内

-
存

在
、

関
心
、
時

間
性
と

辿
ら
れ

る
三
段
階

(
16

)

の
形

で
理

解
し

て
い
る
。

こ
れ

で
は
、

な
ぜ
関
心

の
分
析

が
第

一
篇

の
予
備
的

分
析
論

の
段

階

で
為

さ
れ
、
第

二
篇

に
な

っ
て
良

心

や
死

と

い
う

現
象
が
と
り

あ
げ
ら

れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
か
を
十

分
説
明

(
17

)

で
き
な

い
で
あ

ろ
う

。
ゲ

ー

ツ
マ
ン
の
解

釈

の
問

題
点
を
、

彼
自
身

が
引
用

し

て
い
る

一
九

二
五
年

の
講
義

の
重
要

な
論
述

に
即

し

て
検

討
し

て
み
よ
う

。

「
だ
が
存
在

そ

の
も

の

へ
の
問

い
が
獲
得

さ

れ
得

る

の
は
、
問
う

こ
と
が
終
わ
り

ま

で
問

う

こ
と

に
よ

っ
て
、
あ

る

い

は
嬬
繕

分
嚇

～
降

い
ウ

ひ
踏

み
辺
か

ご
ピ

に
よ

っ
て
導

か
れ

て

い
る

場
合

の
み

で
あ

る
。
す
な
わ

ち
事
象

そ

の
も

の
に
よ

っ
て
、

つ
ま

り

存
在
者

を
存
在

者
自
身
と
し

て
、
そ

の
存

在

に
お

い
て
見
え
る

よ
う

に
す

る
と

い
う

、
根
本
的

に
掌
握
さ

れ
た
意

味
に
お

け
る
現
象
学

的

原

理
に
よ

っ
て
、
問
う

こ
と

が
規
定

さ
れ

て

い
る
場
合

に
限
ら

れ
る

7/ハ イデ ッガーにおいて哲学 を



の
で
あ
る
」
(PO
-一◎。
ひ
)。
こ

の
箇
所

で

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
存
在
を
問

う

こ
と

の
条
件

と
し

て
、

「
終
わ

り
ま

で
問
う

こ
と
」

と

「
端
緒

の

内

へ
問

い

つ
つ
踏
み

込
む

こ
と
」

を
挙
げ

、
そ

の
決
定

的
な
重
要
性

を

述

べ
て

い
る

の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、

ゲ
!

ツ
マ
ン
は
こ

の
箇
所

を
、
単

に
主

題

で
あ

る
存

在
と

現
象
学
的

原
理

の
意
味

と

の
同

一
が

(
18

)

言
わ
れ

て

い
る
と
理

解
し

て
い
る
に
過
ぎ

な

い
。
な

る
ほ
ど
、

こ

の

重
大
な
関
連

が
問
題

に
さ

れ
て

い
る

の
は
確
か

で
あ

る
。
し

か
し
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
は

そ
れ
が
極

め
て
大
切

な
条
件
づ

け
を
伴
う

こ
と
を

指
摘
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
終
わ
り
ま

で
、
あ

る

い
は
端
緒

に
向

け

て
」

と

い
う

こ
と

は
、
時

間
的
な
様
態

を
離

れ
る
こ
と
な
く

と

い

う
意
味

に

一
応
理
解

す

る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の
条

件

が
満

た
さ
れ

る
場
合

に

の
み
、
存

在
論
と

現
象
学

の
原
理
と

の
関
連

が
具
体

的

に

明
瞭

に
な
る
と
言
え

る
の
で
あ
る
。

し

か
し
、

一
番

の
問
題

は
現
存
在

の
理
解

に
あ

る
よ
う

に
思
わ

れ

る
。
も
し

『存
在

と
時
間
』

を
学
問
論

で
あ

る
と
考
え

る
の
で
あ

れ

ば
、

な
ぜ

ゲ
ー

ツ
マ
ン
は
現
存
在

を
人
間
と

理
解

し

て
疑

わ
な

い
の

(
19

)

で
あ

ろ
う

か
。
ま
た

ゲ
ー

ツ
マ
ン
が
、
基
礎

的
存

在
論

は

「
実
存
論

的
ー

ア
ブ

リ
オ
リ
な

人
間
学
」

で
あ
る
と

述

べ
ら
れ

て

い
る
か

の
よ

(
20
)

う

に
論
じ

て

い
る

の
は
、
明
ら

か
に
間
違

い
で
あ
る

。
そ

の
箇
所

で

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
、
む
し

ろ
基

礎
的
存
在

論

の
問
題
圏

は
存

在

一
般

の
意
味

を
問
う

こ
と

で
あ

る
と
述

べ
、

そ
れ
ま

で
、

つ
ま

り
予
備

的

分
析
論

で
得
ら

れ
た
成
果

か
ら
存
在
を

問
う
際

に
、

「実
存

論
的
ー

ア
ブ

リ
オ

リ
な

人
間
学
と

い
う

特
別

な
課
題
」

を
越
え

て

い
く
必

要

を

語

っ
て

い
る
に
過
ぎ

な

い

の
で
あ

る

(
P
お
)
。

こ
の
よ
う

な
解

釈

に
ゲ
ー

ツ

マ
ン

の
学
問
論

の
理
解

の
限

界
と
問

題
点

が
あ

る

よ
う

に

思
わ

れ
る
。

現
存

在
を
単
純

に
人
間

と
等
置
す

る

の
で
な
く
、
む

し

ろ
広

い
意

味

で
知
と

し
て
理
解
す

れ
ば
、

ゲ
ー

ツ
マ
ン
が
力
説
す

る
科
学

の
存

在

論
的
成
立

、
す
な
わ

ち
、
手
許
的
存

在
者

と

の
配
慮

的
交
渉

か
ら

直
前

の
事

物

の
理

論
的
考
察

へ
の
変
様

が
、

現
存
在

(
11
知
)
に
お
け

る
変
様
と

し
て
、
そ

の
ま
ま
理
解

さ
れ

る
で
あ

ろ
う

。
さ
ら

に
、
現

存

在

の
存

在
が
関
心
と

し
て

一
応
捉
え

ら

れ
た
後
、

第

二
篇

で
現
存

在

が
そ

の
根
源
性

に
お

い
て
、

つ
ま

り
全
体

性
と
本

来
性

に
お

い
て

論
じ
ら

れ
る
と

い
う

問
題
設
定

も
、
知

で
あ

る
現
存

在
が
、
自

己
と

は
異
な

る
手
許
的
な
存

在
者
と

関
わ
る
場
面

で
、
ま

た
そ

の
変
様

で

あ

る
直
前

の
事
物
を

認
識
す

る
と

い
う
場

面

で
問
題

と
さ

れ
る

の
で

な
く
、

そ
れ
固
有

の
在

り
方

に
即
し

て
(本

来
的

に

)知
と

し
て
現

わ

れ

る
場

面

で
、
す

な
わ
ち
現
存

在
が
そ

の
存

在
様

式

に
即

し
て
解

明

ハ イデ ッガー において哲学 を/8



さ
れ
る

こ
と

と
な
り

、
存

在
論

的
な
考
察

の
次
元

が
、
そ

の
よ
う

に

し
て
確
保

さ
れ
る

こ
と
に
な

る
と
理
解

で
き
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。ゲ

ー
ツ

マ
ン
に
と

つ
て
、
時

間
性

の
解

明
に
向

か
う
段
階

が
、
世

界

-
内

-
存

在
と
関

心

の
分
析

の
次

に
来

る
、
第

三
段
階
と

し

て
理

解
さ

れ
る
に
留
ま

っ
て
い
る
こ
と
も
、

現
存
在
を

人
間
と
し

て
理
解

し

て
い
る
こ
と

か
ら
来

て

い
る
。
す

な
わ
ち
知

の
主
体
と

し

て
の
人

間
を
、

ま
ず
世
界

-
内

-
存

在
と

し
て
捉
え
、
次

に
そ

の
統

一
の
根

拠
を

関
心

に
求

め
、

こ
の
関
心

が
さ
ら
に

そ
の
統

一
を
時

間
性

か
ら

得

て
く

る
と

い
う

次
第

で
あ
る
。

し
か
し
、
・む

し

ろ
現
存
在

を
知
と

理
解
す

る
な

ら
ば
、
現
存
在

が

そ
れ
自

身
を

そ
れ
自
身

の
方

か

ら
根

源
的

に
、
す

な
わ
ち
全
体

的
か

つ
本
来
的

に
示

す

こ
と

が
、
存
在

論

的

な
知
に
と

っ
て

の
方
法

で
あ

る
現
象
学

な
の
だ
と
言

う

べ
き

な

の

で
は
な

い
だ

ろ
う
か

。
そ
う

で
あ
れ
ば
、

死
あ
る

い
は
終
わ
り

の
問

題
は
、
単

に
人
間

の
あ
る
特
別

な
存
在
可

能

の
問
題

で
あ

る
に
留
ま

ら
ず
、
む

し

ろ
差
し

当
た
り
大

抵
は

日
常

的
な
世
界

-
内

-
存

在
と

し

て
あ
り

、
ま
た

そ

の
変
様

で
あ

る
理
論

的
認
識
と

い
う
存
在

様
式

の
た
だ

中

で
、
存
在

論
的

な
知

を
成
立

さ
せ

る
可
能

性

の
条
件

と
し

て
理
解
さ

れ
る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う
か

。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が

『存

在
と
時
間

』

に
お

い
て
、

現
存

在
を

ど
れ

ほ
ど
重
大

に
考

え

て

い
た
か
は

、
恐
ら
く

プ

ロ
ッ
ホ

マ
ン
に
宛

て
た

次

の
手
紙

に
読

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う

。
そ

こ
で
は

「
我

々

は
、
本
質

的
な

こ
と

は
作
り
出

さ
れ

る
べ
き

だ
と
思

い
違
え
を

し

て

お
り
、
本

質
的
な
も

の
が
生

い
育

つ
の
は
、
た
だ
我

々
が
全
体

的

に

生
き
る
と

き
、

つ
ま

り
夜
や
悪

に
た
じ

ろ
ぐ

こ
と
な

く
我

々
の
心
胸

の
思

い
に
忠
実

に
生

き
る
と
き

だ
け
だ
と

い
う

こ
と

を
忘

れ
て

い
る

の
だ
」
と

語
ら

れ
た
後

で
、

「
現
存

在

の
深
み

に
向

け

て
、
何

物

で

あ
れ
妨
げ

に
な

る
も

の
を
置

い
て
は
な

ら
な

い
」
と

い
う
重

要
な
発

(
21

)

言
が
為

さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

三

カ

ッ
シ

ー

ラ

ー

の

『
シ

ン

ボ

ル
形

式

の
哲

学
』

第

二
巻

の
書

評

に
現

わ

れ

る
現
存

在

『存

在
と
時

間
』
第

一
一
節

で
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
1

は
実
存

論
的

分

析

論
を
未

開

の
現
存
在

の
解

釈
と
対

比
さ

せ
て

い
る
。

そ

の
箇
所

の

注

で
は
、

カ

ッ
シ
ー

ラ
ー

の

「
神
話

的
思
考

」
に

つ
い
て

の
言

及
が

為

さ
れ

て
お
り
、
そ

こ
に

「
神
話

的
現
存
在

」
と

い
う

見
慣
れ

な

い

表

記
が
現

わ
れ

る
。

「
近
頃

E

・
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
は
神
話

的
現
存

在

さ
れ
る

こ
と

と
な
り

、
存

在
論

的
な
考
察

の
次
元

が
、
そ

の
よ
う

に

し
て
確
保

さ
れ
る

こ
と
に
な

る
と
理
解

で
き
る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。ゲ

ー
ツ

マ
ン
に
と

つ
て
、
時

間
性

の
解

明
に
向

か
う
段
階

が
、
世

界

-
内

-
存

在
と
関

心

の
分
析

の
次

に
来

る
、
第

三
段
階
と

し

て
理

解
さ

れ
る
に
留
ま

っ
て
い
る
こ
と
も
、

現
存
在
を

人
間
と
し

て
理
解

し

て
い
る
こ
と

か
ら
来

て

い
る
。
す

な
わ
ち
知

の
主
体
と

し

て
の
人

間
を
、

ま
ず
世
界

-
内

-
存

在
と

し
て
捉
え
、
次

に
そ

の
統

一
の
根

拠
を

関
心

に
求

め
、

こ
の
関
心

が
さ
ら
に

そ
の
統

一
を
時

間
性

か
ら

得

て
く

る
と

い
う

次
第

で
あ
る
。

し
か
し
、
・む

し

ろ
現
存
在

を
知
と

理
解
す

る
な

ら
ば
、
現
存
在

が

そ
れ
自

身
を

そ
れ
自
身

の
方

か

ら
根

源
的

に
、
す

な
わ
ち
全
体

的
か

つ
本
来
的

に
示

す

こ
と

が
、
存
在

論

的

な
知
に
と

っ
て

の
方
法

で
あ

る
現
象
学

な
の
だ
と
言

う

べ
き

な

の

で
は
な

い
だ

ろ
う
か

。
そ
う

で
あ
れ
ば
、

死
あ
る

い
は
終
わ
り

の
問

題
は
、
単

に
人
間

の
あ
る
特
別

な
存
在
可

能

の
問
題

で
あ

る
に
留
ま

ら
ず
、
む

し

ろ
差
し

当
た
り
大

抵
は

日
常

的
な
世
界

-
内

-
存

在
と

し

て
あ
り

、
ま
た

そ

の
変
様

で
あ

る
理
論

的
認
識
と

い
う
存
在

様
式

の
た
だ

中

で
、
存
在

論
的

な
知

を
成
立

さ
せ

る
可
能

性

の
条
件

と
し

て
理
解
さ

れ
る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う
か

。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が

『存

在
と
時
間

』

に
お

い
て
、

現
存

在
を

ど
れ

ほ
ど
重
大

に
考

え

て

い
た
か
は

、
恐
ら
く

プ

ロ
ッ
ホ

マ
ン
に
宛

て
た

次

の
手
紙

に
読

み
取

る
こ
と
が

で
き

る
だ

ろ
う

。
そ

こ
で
は

「
我

々

は
、
本
質

的
な

こ
と

は
作
り
出

さ
れ

る
べ
き

だ
と
思

い
違
え
を

し

て

お
り
、
本

質
的
な
も

の
が
生

い
育

つ
の
は
、
た
だ
我

々
が
全
体

的

に

生
き
る
と

き
、

つ
ま

り
夜
や
悪

に
た
じ

ろ
ぐ

こ
と
な

く
我

々
の
心
胸

の
思

い
に
忠
実

に
生

き
る
と
き

だ
け
だ
と

い
う

こ
と

を
忘

れ
て

い
る

の
だ
」
と

語
ら

れ
た
後

で
、

「
現
存

在

の
深
み

に
向

け

て
、
何

物

で

あ
れ
妨
げ

に
な

る
も

の
を
置

い
て
は
な

ら
な

い
」
と

い
う
重

要
な
発

(
21

)

言
が
為

さ
れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

三

カ

ッ
シ

ー

ラ

ー

の

『
シ

ン

ボ

ル
形

式

の
哲

学
』

第

二
巻

の
書

評

に
現

わ

れ

る
現
存

在

『存

在
と
時

間
』
第

一
一
節

で
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
1

は
実
存

論
的

分

析

論
を
未

開

の
現
存
在

の
解

釈
と
対

比
さ

せ
て

い
る
。

そ

の
箇
所

の

注

で
は
、

カ

ッ
シ
ー

ラ
ー

の

「
神
話

的
思
考

」
に

つ
い
て

の
言

及
が

為

さ
れ

て
お
り
、
そ

こ
に

「
神
話

的
現
存
在

」
と

い
う

見
慣
れ

な

い

表

記
が
現

わ
れ

る
。

「
近
頃

E

・
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
は
神
話

的
現
存

在

9/ハ イデ ッガー において哲学 を



を
哲

学
的

な
解
釈

研
究

の
主

題

に
取
り

上
げ

た
」
(
o
$

)。

『存
在

と
時

間
』

の
中
で
は

こ
こ

一
箇
所

だ
け

に
現
わ
れ
る
特

色
あ

る
言

い

回
し

で
あ

る
。

「未

開

の
現
存
在

」
で
あ

れ
ば

、
そ

れ
を
そ

の
ま
ま

「
未

開

の
人
間
」

と
読

み
替

え

て
も

、
奇
妙

な
感
じ

は
与
え

な

い
で

あ

ろ
う

。
し

か
し
、

「
神

話
的
現
存
在

」
を

「神

話
的

人
間
」
と
読

み
替

え

る

の
は

そ
う

簡
単

で
は
な

い
。

「
神
話

的

人
間

」

で
あ

れ

ば
、

ヘ
ラ

ク
レ
ス
と

か
神

農
と

か
日
本
武
尊

な
ど
、
神

話
に
登
場
す

る
人
物

か
そ

れ
に
類
す

る
人
物
を
意

味
す

る
。
し
か
し

こ
こ

で
問

題

に
さ

れ
て

い
る
の
は
、
明

ら
か

に
そ
れ
と

は
ま

っ
た
く

違
う

事
柄

な

の
で
あ

る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
に

よ
る
カ

ッ
シ
!
ラ

ー
の

『
シ
ン
ボ

ル
形

式

の
哲

学
」
第

二
巻

の
書

評

は
、

現
在

で
は
全

集
第

三
巻
に
収

め
ら
れ

て

い

る
。

そ
こ

で
ま
ず

目
を
引

く

の
は
、
全
集
版

で
た
だ

一
六
頁

の
こ
の

書
評
全

体

で

「
神

話
的

現
存

在
」

と

い
う
表

記
が
何
と

三

一
回
も

現

わ

れ

て

い
る

こ
と

で
あ
.解

と

こ

ろ
が

カ

ッ
シ

ー

フ
ー

の
原
書

で

は
、

現
存

在

は
通

常

の
事

物

の
現

実
存

在

の
意

味

で
用

い
ら
れ

て

い

る
だ

け
で
、

「神

話
的

現
存

在
」

と

い
う
表

記
は
見
出

せ
な

い
の
で

あ

る
。
他
方

「神

話
的
」

と

い
う

語

の
方

は
、

「
意

識
」

「
思
考

」

「表
象

」

「
概
念

」

「直

観
」

「
感
情
」

さ
ら

に
は

「
統
覚
」

「
総

合
」

「
世
界
観
」

「
生
活
形

式
」
な

ど
と
組

み
合

わ

さ
れ

て
頻
繁

に

現
わ

れ
ろ
。

つ
ま

り

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
が
意
識
、

思

考
な
ど

に
よ

っ
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と

し
た
事
柄

を
、
別

の
現
存
在

と

い
う

語

で
表
わ

そ
う
と
し

て

い
る
と

見

る
こ
と

が

で
き

る
。
し

か

し

そ
れ
以
上

に
は
、

こ
れ
だ

け
頻
出
す

る
現
存
在

が
何
を

意
味
す

る

か
、
ま

っ
た
く

定
義
さ

れ
て
い
な

い
の
で
あ

る
。

書
評

そ

の
も

の
を
読
む

か
ぎ

り
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の
厳

し

い
批

判

は
、

『純

粋
理
性

批
判
』

の
考

え
を
単

純

に

「
文

化

の
批

判
」

に
ま

で
拡
張
す

る
こ
と

が

で
き

る
と

い
う
、

シ

ン
ボ

ル
形
式

の
哲
学

の
構

想
全
体

に
向

け
ら
れ

て

い
る

(O
ω
面
ひい
)。
そ

し
て
、

カ

ッ
シ
ー

ラ
ー

が
神
話
を

哲
学

の
問
題
と
し

て
取
り

上
げ
た
点

に
対

し
て
は
、
積

極

的
な
評
価

が
な

さ
れ

て
い
る
と

言

っ
て
よ

い
。

「投

げ
掛

け
ら

れ
た

批
判
的

な
諸

々
の
問

い
は
、

カ

ッ
シ
ー
ラ

ー
の
功
績

が
、

シ

ェ
リ

ン

グ
以
来
初

め

て
ふ
た
た
び
神
話

を
体
系

的
な
問
題

と
し

て
哲

学

の
視

野

の
中

に
提
出
し

た

こ
と

に
あ

る
限
り

、
そ

の
功
績

を
既

め
る
も

の

で
は
な

い
」
(O
ω
面
刈
O
)。
し
か

し
実

際

の
と

こ
ろ
は
、

「
神
話
的
現
存

在

の
解
釈

を
、

こ
の
存
在
者

の
存
在
機
構

の
中
心

的
性
格

に
お

い
て

着
手
す

る
代
わ
り

に
、
神
話
的

対
象
意

識
と
、

そ

の
思
考

と
直
観

の

形
式

の
分
析
か

ら
始
め

て

い
る
」
と

い
う
批

判

に
見

ら
れ

る
よ
う

に

ハ イデ ッガーにおいて哲 学 を/10



(O
ω
山
ま
)、
神
話

と

い
う
事
象

そ
の
も

の
か
ら
概
念
を
得

て
来

る
の
で

な
く
、

カ

ン
ト
解
釈

の
拡
張
あ

る

い
は
応

用

で
済
ま

し

て
い
る

こ
と

が
問

題
と

さ
れ

る
の

で
あ

る

(O
ω
山
ひい
)。

こ
れ

は
、
ち

ょ
う

ど
ヤ

ス

(
23
)

パ
ー

ス
の

『
世
界
観

の
心
理
学

』

の
書

評

の
視
点
と

同
じ

で
あ
る
。

神

話
的
現
存

在
は
、
神

話
的
な

思
考
、
意

識
と

い

っ
た
概
念

に
よ

っ

て
カ

ッ
シ
ー
ラ

ー
が
解

明
し

よ
う
と
し

た
神
話

的
世

界

の
成

立

の
根

拠

と

い
う

問
題

に
関

わ

っ
て

い
る
と
言

っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う

。
そ

の

意

味

で
、

現
存

在

は
意

識
と

か
直
観
形

式
、
思
考
形

式
さ
ら

に
は
生

活

形
式
と

無
縁

で
は
な

い
。

そ
れ
は
広

い
意
味

で
知

に
関
わ

る
事
柄

と

し

て
理
解
さ

れ
る
べ
き

で
あ

る
。

こ

こ
で

の
問
題

が
、
対
象
を
構

成
す

る
意
識

に
よ

っ
て
は
、
神

話

と

い
う
事

柄
そ

の
も

の
に
接
近

で
き
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る

の
は

明

ら
か

で
あ
ろ
う
。

カ

ッ
シ
ー
ラ
ー

の
分

析

で
は
、

「
マ
ナ
と

い
う

神

話

の
本

質
現
象

は
、
現
存
在

に
相
応

し

い
仕
方

で
、
存
在
様

式
と

し
て
捉
え

ら
れ

て
お
ら
ず
、

そ
れ
自
身

が

マ
ナ
的

な
も

の
と

し
て
、

つ
ま

り

一
つ
の
存

在

者
と

し

て
表
象

さ

れ

る
」

に
留
ま

つ
て

い
る

(8

山
鉛
ご
。

そ

の
考

察

は
、

現
存

在

の
被

投

性

あ

る

い
は

「
受
動

性

」
を
問

題
と
し

て
取
り
上
げ

る
基
盤

を
開
か
ず

、
む
し

ろ
覆

い
隠

(
24
)

す

の
で
あ

る
。
問

わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
の
は
、

「
そ
も

そ
も
神

話

は

い
か
な
る
様
態

で
、
現
存
在

そ

の
も

の
に
属

し
て

い
る
か
」
な

の
で
あ

る

(Oω
山
$

)。
以

上
ざ

っ
と
目

を
通

し
た
だ

け

で
も
、
神

話

と

い
う
事
柄

に
相
応

し

い
接
近

の
仕
方

か
ら
考
察
を

始
め

る
こ
と
な

く
、
思
考
と

か
意
識

、
あ
る

い
は
直

観
な

ど
、
用
意

さ
れ

た
概

念
を

用

い
て
説
明

し

て
済

ま
せ
る

こ
と

に
対
す

る
批
判
を

、
神
話
的

現
存

在

と

い
う
語

の
背
後

に
見
て
取

る
こ
と

が
で
き
る

で
あ

ろ
う
。

四

現
存
在
は
人
間
で
な

い

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー
は

『存
在

と
時
間
』

の
冒
頭

で
二
度

に
わ

た

っ
て

現
存
在

を
術
語

と
し

て
規
定

し

て

い
る
。
ま
ず

第

二
節

で
は
、

「
我

我

自
身
が
そ

の
都
度

そ
れ
で
あ

る
と

と
も

に
、
と
り

わ
け
問
う

と

い

う
存
在

可
能
性

を
有
す

る
こ

の
存
在

者
を
、

我

々
は
術

語
上
現
存

在

と

し
て
捉
え
る
」
6
一〇
)と
述

べ
ら

れ

て
い
る
。
問
う

と

い
う

可
能

性

の
強
調
と
同
時

に
、

そ
こ
で
は

「眺

め
や

る
、
理
解
す

る
、
概
念

的

に
捉
え

る
、
選

ぶ
、
近
づ

い
て
い
く

」
と

い
う

こ
と

が
、
問
う

こ
と

を
構
成

し

て
い
る
振

る
舞

い
と
し

て
指

摘
さ

れ

て
い
る
。

こ
う

し
た

問

題
連

関

に
お

い
て
現
存

在
が
規
定

さ
れ

て

い
る

こ
と

は
重
要

で
あ

る
。
こ
れ

に
続

い
て
、

第
四
節

で
は
学

問

が
、

「
人
間

の
振

る
舞

い
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と

し

て
、

こ

の
存

在
者

(人
間
)

の
存

在
様
式

を
持

つ
。
こ

の
存
在

者
を

我

々
は

術
語

上
現
存

在
と

捉
え

る
」

(
O
一ひ
)と

述

べ
ら
れ

て
い

る
。
術

語
と

し
て
現
存
在

が
導

入

さ
れ
る
際
、

こ

の
よ
う

に

「
我

々

が
そ

れ

で
あ

る
」

「
こ

の
存

在

者

(人

間
)」
と

書

か

れ

て

い
る
以

上
、

そ
れ
を

「
人
間

で
な

い
」
と
主
張
す

る
の
は
無
理
だ
と

思
わ

れ

る
か
も
知
れ

な

い
。
し

か
し
私

の
狙

い
は
、
現
存

在
を

「
人

間

で
は

な

い
」
と
し

て
、
何

か
奇
妙

な
抽
象
的

実
体
と
考

え
よ
う
と
す

る
こ

と

で
は
な

い
。
む

し

ろ
あ
く

ま

で
、

『存

在
と
時

間
』

の
中

心
問
題

は
学

問
論
、
あ

る

い
は
知

の
原
理
的
考
察

に
あ

る
こ
と
を
明

ら
か

に

し
、

現
代

に
お
い
て
も
な

お
哲

学
探
究

が
可
能
性

と
必
然
性
を

も

っ

て
い
る
こ
と
を
示
す

う
え

で
、
こ
う
し

た
考
察

が
不
可
欠

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
点

に
あ

る
の
で
あ

る
。

い
ず
れ

に
し

て
も
、

現
存
在

を
人
間

と
理
解
し

て
は
な

ら
な

い
理
由
を

示
す
必

要
は
あ

る
で
あ

ろ

、つ
。な

ぜ
現
存

在
を

人
間
と
考
え

る

べ
き

で
な

い
の
だ

ろ
う
か

。
最
も

単
純

に
は
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が
そ

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
か

ら

で
あ

る
。
も

し
そ

れ
を

人
間
と
置
き
換

え

て
理
解

で
き

る

の
で
あ

れ
ば
、

な

に
も

わ
ざ
わ
ざ

現
存
在
と

い
う

術
語
を

用

い
る
必
要
は
な

い
。
第

一
〇
節

で
は
、

「我

々
自
身

が
そ
れ

で
あ

る
存
在

者
を
表
示
す

る
」

の
に
主
観

、
精
神
、

意
識
な

ど
と
共

に
、
生

や
人

間
と

い

っ
た
表

現

も
避

け

ら
れ

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う

断

り
が

為

さ
れ

て
い

る

(8
P
)。
し
た
が

っ
て
、

現
存

在
が
術

語
と
し

て
導

入
さ
れ

る
際

に
括

弧
付
き

で
人
間
と

い
う

語
が
用

い
ら
れ

て

い
る
の
は
、
そ

れ
を
人
間

と
関
係
づ

け
る
た
め

で
は
な
く

、
む
し

ろ
こ

の
存
在

者
を
通

常

の
意

味

の
人
間
と

し

て
理
解

し

て
は
な
ら
な

い
と

い
う
意

味

で
理
解

す

べ

き

で
あ

ろ
う

。
あ

る

い
は
、

現
存

在
を
人

間
と
し

て
理
解
す

る

の
で

は
な
く
、

人
間
を
現
存

在
と
し

て
理
解
す

る

べ
き
な

の
で
あ

る
。
だ

か
ら

こ

そ
術
語

と

し

て
用

い
る
と
断

り

が
為

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。た

し

か

に
、

人

間

は

諸

々

の
存

在

者

の
あ

い
だ

で
、

と

く

に

存

在

を

問

題

に
す

る
と

い
う

点

で
卓

越

し

た
存

在

者

で
あ

る

と

言

う

こ
と

は

で
き

る
。

し

か

し

そ

の
よ

う

に

言

う

と

き

、

「
人

間

」

と

い
う

語

の

先

行

的

理

解

に

よ

っ

て
、

そ

の
意

味

範

囲

は
、

決

定

的

な

仕

方

で
、

存

在

論

的

に

限

定

さ

れ

て
し

ま
う

こ

と

に
な

る
。

そ

れ

が

伝

統

的

な

人

間
学

に

お

い
て

生

じ

て

い
る

こ
と

で
あ

る

。

人

間

の
存

在

は

問

わ

れ
ず

、

「
む

し

ろ

そ

の
他

の
被

造

物

の
直
前

存

在

と

い
う
意

味

に

お

い
て

、

〈
自

明

な

も

の

〉
と

し

て
把

握

さ

れ

る

」

か

ら

で
あ

る

(o
ひひ
)。
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し
か

し
、
現
存
在

を
人
間
と

し

て
解
釈

す

る
こ
と
は
、
存
在

を
問

う

と

い
う

事

態
を

厳
密

に
考

え

る
と

き

、
決

定

的

に
疑

わ

し

く
な

る

。
ひ
と

た

び
現
存

在

を

人
間

と

理
解

す

る
な

ら
、

「
存

在
を

問

う

」

こ
と

は
、
人
間
を

構
成
す

る
幾

つ
か

の
特
色
と

並

ぶ

「
つ
の
特

別
な
規
定

と
し

て
、

「
人
間
」

に
付
与

さ
れ

る
こ
と
に
な

る
。
そ

の

と
き

「
存

在
を
問
う

」
と

い
う

問
題

の
焦

点
は
、

そ
れ
自
体
と

し

て

で
な
く
、

人
間

の
能
力

、
働
き

に
依
存
す

る
形

で

の
み
問
題
と

さ

れ

得
る

の
で
あ
り
、
そ

れ

で
は
存

在
論
的

に
は
遅
す
ぎ

る

の
で
あ

る
。

存

在
を
問

う
と

い
う

肝
心

の
問

題
よ
り
以

前

に
、
主

題

(
人
問

)

が

そ

の
被
解

釈
性

に
お

い
て
、

一
定

の
意
味

に
限
定

さ
れ

て
し
ま

う
か

ら

で
あ

る
。

探
究

の
主
題

で
あ

る
現
存

在

が

「
人
間

」
と
理
解

さ
れ

て
し

ま
え

ば
、
ど

ん
な
理
屈
を

つ
け
た
と

こ

ろ
で
、

そ
し

て
ど
れ

ほ
ど

「
根
源

的
な
」
問

い
が
向
け

ら
れ
た
と

し

て
も
、

そ
れ

が
何

ら
か

の
意

味

で

「
人
間
」

に
関
す

る
考
察
、
知

で
あ

る
こ
と
を
止

め
る

こ
と

は
な

い

で
あ

ろ
う

。

こ
の

「
人
間
」

の

「
学
」
を

あ
え

て
人
間
学

で
な

い
と

言
う

の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
白

を
黒
と

言
う

に
等
し

い
こ
と

に
な

ろ

う
。
そ

し
て

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
は
、

『存
在

と
時
間
』

は
明

ら
か
に
人

間
学

で
は
な
く
、
存
在

の
問

い
を
仕
上
げ

る
目
的
を

持

っ
た
研

究

で

あ
り
、
基
礎

的
存
在

論
を
展
開

し
よ
う
と

し
た
も

の
だ
と
考
え

て

い

る
の

で
あ

る

(○
ω
ーN
一〇Q
lN
o◎
ω
)
。

「
現
存
在

の
実
存

論
的

分
析

論

は
あ

ら
ゆ
る
心

理
学
、
人

間
学
そ
し

て
も
ち

ろ
ん
生
物
学

よ
り
も
手

前
に

あ

る
」
(8
0
)。

そ
れ

で
は
現
存

在

の
規
定

の
ど

こ
に
決
定

的
な
点

が
あ
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
れ
は
、

注
意

深
く
読

め
ば
、

『存

在
と
時

間
』

第

九
節

に
明

ら
か

で
あ
る
。

「
こ

の
存
在

者

の
〈

本
質

〉
は

そ
れ

の
あ

り
得

(
25

)

べ
き

こ
と

の
う

ち

に
あ

る
」
。

そ
し
て
、

そ
の
諸

々
の
特
質

は
直
前

の
性

質
な

ど

で
は
な

く
、

「
そ

れ
に
と

っ
て
そ

の
都
度

可
能

で
あ
る

存
在

の
仕
方

で
あ

り
、

そ

れ
に
尽
き

る
」
(O
い
ひ
ご

。
現
存
在

は

こ

の

意
味

で
、
徹

底
的

に

「直

前

の
存

在
者
」

か
ら
区
別

さ
れ
て

い
る
。

こ
の
こ
と

は
、
現
存
在

の
第

二
の
特
色

づ
け

で
あ
る
各
自
性

に

つ
い

て
も
同

様

に
当
て
は
ま

る
。
す

な
わ
ち
現
存
在

は
、

こ
こ
で
も

そ

の

都
度

こ
れ
と

か
あ
れ
と

い

っ
た
仕
方

で
存

在
す

る
様
態

に
お

い
て
、

私

の
も

の
な

の

で
あ

る

6
い
ご
。

こ

の
点

を
強

く

言

い
表

わ
す

な

ら

ば
、

現
存

在

は
を

分
都
度

分
存
を
様
ヵ

を
離

れ

て
、

そ
れ
が
あ

る
と

言
う

こ
と
が

で
き
な

い
そ
う

し
た
存
在
者

な
の
で
あ
る
。

こ
う

し

た
規

定
は
、

「
人
間
を

」
可
能
性

の
視
点

か
ら
解

釈

し
直

す

こ
と

と
は
ま

っ
た
く
別

で
あ

る
。
現
存

在
を

そ

の
都
度

の
知
と

理
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解
す

る
な

ら
ば

、
現
存

在

の
分
析
論

は
現
存

在

(知
)を
考
察

す
る
知

と

い
う
構

造
と

な
り
、
循
環

か
ら
抜

け
出
さ
ず
、

循
環
を

深
め

て

い

く
探
究

で
あ

る
こ
と
が
明
白

に
な

る
。
こ

こ
で
は
、
知

の
持

つ
そ

の

都
度

ご

と

の
様

々
な

様
式

の
可
能

性

こ
そ

が
注

目
さ

れ

る

の
で
あ

る
。
存
在

論
的

な
知

に
し

て
も
、
存
在

の
忘
却

の
た
だ
中

で
反
復
さ

れ
る

の
で
あ
れ
ば

、
そ

れ
は
現
存
在

が
可
能
存
在

と
し

て
の
知

で
あ

戸
26
)

る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

五

『
存

在

と

時

間
』

に

お
け

る
現

存

在

の

旦
ハ体

的
な

文
脈

意

味

に

つ

い
て

「
現
存

在
は
人
間

で
あ

る
」

と

い
う

理
解
は
、

そ

の
根
底

に
直

前

性

の
存
在

論
を
潜
ま

せ

て
い
る
こ
と

が
指

摘
さ

れ
た
。

こ
の
こ
と
を

今

一
度

明

瞭

に
す

る
な

ら
ば

、

第

↓
に
、

そ

れ
は

「
現
存

在

と

は

〈
何

か

〉
」

の
問

い
に
対
す

る
答
え

で
あ
り

、
第

二
に

こ
う

し

た

「
理
解
」

は
、
理
解

の
派
生
態

と
し

て
の
陳
述

の
形

で
得
ら

れ
る
も

の
だ
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

「
何
か
」
を

問
う
問

い
は
、
実
存
を

問

う

「
誰
か
」

の
問

い
か
ら
区
別
さ

れ
、

「
広
義

に
お
け

る
直
前
性

」

(
27
)

(O
ひ
O
)
の
問

い
に
ほ
か
な

ら
な

い
。
そ

し
て
陳
述

は
直

前
性

の
存
在

論

(
28
)

と
対
応
し

て

い
る
の

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て

『存
在

と
時
間
』

の
中

で

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が

「
現
存

在

と
は

…

で
あ

る
」
と

い
う

顕
在
的

な
定
義

を
与
え

て

い
な

い

こ
と
は
不
思

議

で
も
何

で
も
な

い
。
現
存

在
は

「
人
間

で
あ

る
」
と

単

に
考
え

ら
れ
た
だ

け
で
あ

っ
て
も
、

そ
れ
は
、
本

来

の
そ
れ
自
身

と
は
別

の

「
何
か
」

に
な

つ
て
し
ま
う

の

で
あ

る
。
こ
れ

に
代

わ

っ

て
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が
現
存

在
を
規

定
す

る
際

に
、

何
度
も
繰

り
返

し
現
わ
れ

る
特

徴
的

な
述

べ
方

が
、

「
こ

の
存

在
者

に
と

っ
て
は
、

そ
れ
が
存
在
す

る

こ
と

に
お

い
て
そ

の
存
在
自

身

が
関
心

の
的

に
な

っ
て

い
る
」
と

い
う
も

の

で
あ

る
。
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
に
対
す

る
批
判

で
、
神

話

の
考

察
が
意

識
、
精
神

、
直
観

、
思
考
な

ど
か
ら
為

さ
れ

て

い
る

こ
と

に
注
意

が
向

け
ら

れ
て

い
た
真

の
意
味

が
こ
れ

に
よ

っ

て
理
解

で
き

る
で
あ

ろ
う

。

常

に
か

く

か
く

で
あ

る
と

い
う

規

定

は
、
す

な
わ

ち

「
何

か
」

と

い
う

理
解
は

現
在

に
固
着

し
、
そ

こ
か

ら
自
由

で
は
な

い
の
で
あ

る
。

そ
の
こ
と

は

一
九

二
四
年

マ
ー
ル
ブ

ル
ク
大

学

の
神
学

者
サ

ー
ク

ル
で

の
講
演

「
時

間

の
概

念
」

で
端

的

明
瞭

に
示

さ
れ

て

い
る
。

「
現
存
在

は
如
何

に

2
富
)
を

目

の
前

に
し

て
逃

れ
、

そ
の
都
度

の

現
在

の
何

か

(白
⇔
ω)
へ
と

執
着

す

る
。
現
存

在

は
そ

れ
が
配
慮

す

る



(
29

)

も

の
で
あ

る
。
現
存
在

は
そ

の
現
在

で
あ

る
」

。
死
あ

る

い
は
終
焉

2
0
「σ
o
剛)を

「
何

か
」

と
し

て
捉

え

よ
う

と
す

る

こ
と

は
、

「
如
何

に
」

か
ら

逃

れ

る
こ
と

、
頽

落

に

ほ
か

な
ら

な

い
。

こ
れ

に
対

し

て
、

終
焉

は
何
か

で
は
な
く
、

私

の
現
存
在

の
如
何

に
そ

の
も

の
な

の
で
あ

る

㊦
N

一。。
)。

注
意
す

る
必

要

が
あ

る

の
は
、
終
焉

は

そ
れ

自
体

と
し

て

「
如
何

に
」

で
あ

る

の
で
は
な
く
、

「
終
焉

へ
の
先
駆

が
、

終
焉

を
そ

の
都
度

ご
と

の
如
何

に

(
乏
δ
α
o「冷
壽

凶一品
胃魯

)に
固

定
す

る
限

り
に
お

い
て
、
現
存

在
そ

の
も

の
が

そ
の
如
何

に
に
お

い

て
見

え
る

よ
う

に
な
る
」

の
で
あ

る

㊧
N
」
。。
)。

日
常
的

な
現
存
在

の
あ
り
方

、
す
な

わ
ち
我

々
の
知
は
何

か

の
問

い
か
ら
、

し
た

が

っ
て
現
在

か
ら
自
由

で
は
な

い
。
手
許
的

な
事
物

と

の
配
慮

的
交
渉

に
没
頭

し
て

い
る
か
ぎ
り
、

現
存

在
は

そ

の
存
在

に
お

い
て
、
そ

れ
に
相
応

し

い
仕
方

で
理
解

さ
れ
て

い
な

い
こ
と

に

な

る
。

現
存
在

は
存

在
的

に
は
最
も
近

い
も

の
、
我

々
自
身

が
そ

の

・
都

度

そ

れ

で
あ

る

が
、

存

在

論

的

に

は

最

も
遠

い
も

の

で
あ

る

(ON
一「
り恥
一N
)と
言

わ
れ

る

の
は
、

こ

の
意

味

で
あ

る
。

既

に
暗
示

さ

れ

た
よ
う

に
、

先
駆

こ
そ
が
如
何

に
を
、

そ

の
あ

る
が
ま

ま

の
如

何

に
と

し

て
見
え

る
よ
う

に
す

る
働
き

を
も

っ
て

い
る
。
そ

の
点

で
、

先
駆

は
現
象
学

の
方
法

上
で
、

決
定
的
な
意

味
を
担

っ
て

い
る
と

言

わ
ざ

る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。

『存

在
と
時

間
』

で
は
、
周
知

の
と
お
り

、
存

在

が
現
存
在

の
分

析

を
通
じ

て
問

わ
れ

る
。
こ
れ
ま

で

の
検
討
を
基

に
す

れ
ば
、

こ

の

こ
と

が
意
味

す

る

の
は
、

存
在

は
そ

の
都
度

の
存

在

様

式
を

離

れ

て
、
何

か
そ

れ
自
体

で
存

続
す

る
も

の
の
よ
う

に
考
え

ら

れ
て
は
な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
、
明

ら
か

に
何

か

に
対
す

る
如
何

に
を
、

あ
る

い
は
存

在
様
式

を
、
そ

の
ま
ま
存
在

あ

(
30

)

る

い
は
存
在

の
規
定
と

同
義

の
よ
う

に
言

い
換

え

て

い
る
。

そ

の
意

味
で
、
現
存
在

は
徹
頭
徹

尾
そ

の
存

在
様
式

の
姫
何

に

に
よ

っ
て
問

(
31
)

わ
れ
る

べ
き

そ
う
し

た
事

柄
な

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
存
在
論

は
現

象

学
と
し

て

の
み
可
能

に
な

る
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

が
言
う
と
き

、
そ

の
意
味

は
如

何

に
が
何

か
を
可
能

に
す

る
と

い
う
意

味

で
理
解

す

る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
ち

ょ
う
ど

カ

ン
ト

に
お

い
て
、
経

験

一

般

の
可
能
性

の
制
約

が
同
時

に
経

験

の
対
象

の
可
能

性

の
制
約

で
あ

(
32
)

る
と
言

わ
れ
る

の
と

同
じ
意
味

で
、
理
論

的
認
識

の
存

在
論

的
生
成

の
分
析

に
関
し

て
は
、
理
論
的

認
識

一
般

の
可
能
性

の
制
約

と
し

て

の
変
様

(如
何

に

)
が
、

理
論
的

認
識

の
対
象

(直

前

的
存
在

者

11
何

か

)
の
可
能

性

の
制

約

で
あ

る
と
言
え

る

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か

。

見
廻

し
的
な
配
慮

(如
何

に

)が
、
そ

の
対

象

(何

か

)
で
あ

る
手
許
的
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存
在

者

の
可
能
性

の
制

約

で
あ

る

の
も
ま

っ
た
く
同
様

で
あ

る
。
そ

し

て
、
現
存

在

の
実
存

論
的
分
析

を
通

じ
て
存

在

一
般

の
意
味

が
解

明

さ
れ
る

に
は
、
そ

れ
に
相
応

し

い

「
如
何

に
」
、

あ
る

い
は
存

在

様
式

(学

問

)
の
変
様

が
求
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
の
で
あ
る
。

六

一
九

二
五
年
講
義

の
中

で
の
現
存
在

の

規
定

以
上
考

察
し

て
き

た
現
存
在

の
意
味

を
、
具
体

的

に
検
討

し
て
み

よ
う
。

『存

在
と
時

間
』

の
第

三
四
節

で
は
、

言
語

が

「
語

り
」
と

い
う
開
示

性

の
問
題

と
し

て
取
り
上
げ

ら
れ

て

い
る
。
ま
ず

ギ
リ

シ

ア
人

に

よ

る
人
間

の
定
義

「
ロ
ゴ

ス
を
持

つ
生
物

」

が
提

示
さ

れ

る

。
そ

れ

に
続

い
て
、

そ

の
後

代

の
解

釈

「
理

性
的

な
生

き
物

」

は
、

「
こ

の
現
存
在

の
定
義

が
そ

こ
か
ら
取

ら
れ

て
き

た
現
象
的

な

地
盤

を
覆

い
隠

し

て
し
ま

う

」
と

い
う

重
要

な
指

摘

が
為

さ

れ

る

(P
6
)。
し

か
し
、

問
題
は
そ

れ
に
続
く
箇
所

に
あ

る
。

「
人
間
は
語

る
存

在
者
と

し
て
自

己
を
示
し

て

い
る
。

こ

の
こ
と

が
意

味
し

て

い

る

の
は
、

ぞ
脚
に
と

っ
て
音
声
的

な
外

へ
の
発
声

の
可
能

性
が
固
有

で
あ
る
と

い
う

こ
と

で
は
な
く

、
む
し

ろ
こ

の
存
を

者
は
世
界
と

現

存
在
自

身
と
を

発
見
す

る
と

い
う
仕
方

に

お
い
て
あ

る
こ
と
な

の
で

(
33

)

あ

る

」

。

こ

こ

で
最

初

の
傍

点

の

原

語

は

ぎ
ヨ

で

あ

り

、

二

つ
目

は

文

字

通

り

。。
①
δ
巳

霧

で
あ

る

。

と

こ

ろ
が

英

訳

も

、

ほ

と

ん

ど

の

日

(
34
)

本

語
訳

も
、
最

初

の

「
そ
れ
」
を

人
間
と
解

し
て

い
る
。
そ

れ
だ
け

で
な
く

、
主
要

な
日
本

訳
に
は
、
第

二
の
存
在

者
と

い
う

語
を

、
わ

ざ

わ
ざ

「
人
間

」
を
補

っ
て
訳

し
て

い
る
も

の
も
見
受

け
ら

れ
る

の

で
あ
る
。

「
人
間

の
定
義

」

が
こ
こ

の
主
題

で
あ

れ
ば

、

こ
の
存

在

者

を
人
間
と

理
解
し

て
も
不
思
議

は
な

い
で
あ

ろ
う

。
し

か
し

こ
の

(
35
)

箇

所

の
中
心

問
題
は
語

り
と
し

て

の
現

の
開
示
性

で
あ
る
。

ギ
リ

シ

ア
人
に

よ
る
人
間

の
定

義

に
言
及

が
為
さ

れ
て

い
て
も
、

そ
れ
は
彼

ら
が
言
語
を

「
語
り

」
と
し

て
理
解
し

て

い
た
と

い
う

議
論

か
ら
導

か
れ

て
い
る

の
で
あ

り
、

こ
の
箇
所

の
後

に
は
、
す

ぐ

に

「
ギ

リ
シ

ア
人

た

ち
は

言
語

を
表

わ

す
語

を
持

っ
て
お

ら
ず

、

こ

の
現
象

を

〈
差
し
当

た
り

〉
語

り
と
し

て
理
解
し

た

の
で
あ

る
」
と
続

く

の
で

あ
る
。
だ

か
ら

「
人

間

の
定
義

」
が

こ
の
箇
所

の
問
題

で
は
な

い
。

そ

れ
よ

り
も

、
先

に
人
間

の
伝

統
的

な

定
義

が

批
判

さ

れ

た
こ
と

と
、

こ
こ

で
の

「
現
象
的
な

地
盤

の
隠
蔽

」
と

い
う

こ
と

を
考
え

る

な
ら
、

問
題
は

「生

き
物
」

が
直
前
性

の
存
在

理
解

に
よ

っ
て

い
る

と

い
う

こ
と

だ
と
理
解
す

べ
き
な

の
で
あ

る
。
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し
た
が

っ
て
、

「
語

る
存

在
者
と

し

て
」

の

「
と

し
て
」

は
、

陳

述
形
式
と

し
て

の

「
語

る
〈
存

在
者

11
人
間

〉
と
し

て
」
(命
題
論

的

「
と
し

て
」
)
で
は
な

く
、
文
字
通
り

「
〈
語

る
存
在
者

〉
と

し
て
」

(解

釈
学

的

「
と

し

て
」
)
そ
れ
自
身

を
示

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

の
よ
う

に
理
解

し
て

こ
そ
、
自

ら
を
示

す
も

の
が
、

そ
れ
自

身

の
方

か
ら
自
分

自
身
を

示
す

よ
う

に
、
そ

の
よ
う

に
見
え

る
よ
う

に
す

る

と

い
う
現

象
学

の
記
述
、

「如

何

に
」

に
な

る
の
で

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

つ
ま

り

「
語

る
存

在
者
」

と
は
す

な
わ
ち

「
語

る
こ
と

と
し

て

の
存

在
者

」
な

の
で
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、

そ
れ
に
続
く
箇
所

も
、

中
性

三
格

の

「
こ

の
存

在
者

」

つ
ま

り

「
語

る

こ
と
」

に
と

つ
て

は
、
音
声

的
な
外

へ
の
発
話

の
可
能
性

が
固
有

で
あ
る

の
で
な
く
、

ま

た

こ
の

「
語

る
こ
と
」
と
し

て

の
存
在

者
が
、
世

界
と
現
存
在

そ

れ
自

身
を
発

見
す

る
と

い
う
様
態

(如
何

に

)に

お

い
て
あ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う
。

今

取
り

上
げ
た
問
題

は
、

一
九

二
五
年

の
講
義

「時

間
概
念

の
歴

史

へ
の
序
説

」

の
議

論

に
よ

っ
て
、
疑

う
余

地

な
く

明

ら
か

に
な

る
。
こ

の
講

義
は
、

ゲ
ー

ツ

マ
ン
が
最
も
重

要
視

し
て

い
る
も

の

で

あ

る
が
、
本

稿
に
と

っ
て
は
第

一
篇

第

二
章

一
七
節

、

「存

在

の
問

い
と

問
う

存

在
者

(現
存
在

)
の
連

関
」

の
論

述
が
重
要

で
あ

る
。

論

述

の
内

容

は
、
存

在

の
問

い
を

問

う
必

要
性

が
論

じ
ら

れ

て

い
る

『存
在
と

時
間
』

の
冒
頭
と

ほ

ぼ
重

な

る
が
、

こ

こ
で
は
端
的

に
問

う

こ
と

が
存

在
者

で
あ

り

、
ま

た

現
存
在

な

の
だ

と
言

わ

れ

て

い

る
。

「
存
在

の
意
味

に
向
け

た
問

い
の
提
出
を
仕

上
げ

る
と

い
う

こ

と
が
意

味

し

て

い
る

の
は

、

一
つ
の
存
在

者

と
し

て
の
問
う

こ
と

を
、

つ
ま
り

現
存
在

そ
れ
自

身
を
露

わ

に
示
す

こ
と

な

の
で
あ

る
」

(N
O
-N
8
)。
殆

ど
同

じ
こ
と

で
あ

る
が
、

「
存
在
そ

の
も

の
を
解
明
し

理
解
し
よ
う

と

い
う

現
象
学
的

傾
向
だ
け

が
、
問
う

こ
と

そ
れ
自

身

が

ー

そ

れ
は
問
う

も

の
そ

れ
自
身

、

つ
ま

り
我

々

で
あ

る
現
存

在

で
あ

る
が

ー

そ
れ

で
あ

る
存

在

者
を

聞
明
す

る
と

い
う

課
題

を

、
そ

の
内

に
担

っ
て

い
る

の
で
あ

る
」
(
P
O
-8
一
)。

こ
こ

で
明

ら

か
な
こ
と
は
、

現
存

在
と

は
、
問
う

こ
と
を

一
つ
の
働
き

や
能
力

と

す

る
が
、
そ

の
限
り
問
う

こ
と
と

は
区
別

さ
れ
る
侮

か
で
は
な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
現
存
在

は

「
そ

の
都
度

そ
れ
に
可
能

な
存

在

の

仕
方

で
あ
り

、

そ
れ

に
尽

き

る
」

(O
い
ひ
「・)
の
で
あ

る
。
問
う

こ
と

そ

れ
自
身

が

一
つ
の
存

在
者

で
あ
れ
ば

、
同
じ

よ
う

に

「
語

る
こ
と
」

も

そ
の
ま

ま

一
つ
の
存

在
者

で
あ

る
。
そ
れ
は
現
存

在

(人

間

)
に
属

し

て
い
る
働
き
、

そ

の
意
味

で
そ

れ
と

は
区
別
可
能

な
働
き

で
は
な

く
、
そ

れ
自
身

現
存

在

で
あ

る
存

在
者
な

の
で
あ

る
。
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こ
の
単

な
る

一
つ
の
例
だ
け

か
ら
し

て
も
、
通
常

ど
れ
だ

け
我

々

が
直
前
性

の
存
在
論

に
依
存
し

て
お
り
、

現
存

在
を

人
間
と
考

え

て

疑
う

こ
と

が
な

い
か
は
明
ら

か
で
あ

ろ
う

。

「
私

の
信
ず

る
と

こ

ろ

で
は
、

こ
れ
ま

で
の
と

こ
ろ
そ
う

し

た
仕

方

で
は
展

開
さ

れ
た
こ
と

の
な

い
あ

る
問
題

群

が
、

こ

こ

に
存

在

し

て

い
る
」

と

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー
が
述

べ
て
い
る
事
柄

は
、

た
だ

こ

の
意
味

に
お

い
て
の
み
理
解

(
36

)

さ
れ

る
べ
き
だ

と
、
私
は
考
え

る

の
で
あ

る
。

七

現

存
在

と
人

間

に

つ
い
て

そ
う

は
言

っ
て
も
、

『存
在

と
時

間
』

の
分
析

論

に
出

て
く

る
規

定

に
は
、
現
存
在

を
知
と
解
釈

す

る

の
が
無

理

で
あ

る
と
思
わ
れ

る

も

の
が
多

く
含
ま

れ

て
い
る

の
も
事

実

で
あ

る
。
例
え

ば
、
現
存
在

の
根

本
的
な
規
定

の

一
つ
で
あ

る
各

自
性
、
ま

た
そ

れ
と
共

に
、

そ

れ
が
人
称
代
名

詞

で
呼
ば

れ
る
と

い
う

こ
と

が
あ
る

。
第

二
に
現
存

在

の
空
間
性

も
、
知
と

し

て
は
説

明
困
難
な

問
題

で
あ

る
。
他

に
も

多

く
挙
げ

ら
れ
る
が
、

現
存

在
を

知
と
関
連

づ
け

る

の
が
最
も

困
難

な

の
は
死

の
問
題

で
あ

ろ
う
。

こ
こ

で
は
ま
ず

、
最

初

の
二

つ
の
問

題

に

つ
い
て
、
そ

れ
ら
が
実
際

に
は
知
と

し

て
の
現
存

在

の
理
解

を

補

強
す

る
も

の

で
あ

る
所
以
を

、
要
点
だ

け
に
絞

っ
て
述

べ
て
お

こ

、つ
。第

一
に
人
称

代
名
詞

に
関
し

て
は
、
た
と
え

そ
れ

が
奇
異

に
聞

こ

え

た
と
し

て
も

、
知

が
具
体
的

に
誰

か

の
知

で
あ

る
こ
と

は
否

定

で

き

な

い
。
我

々
自
身

そ
れ

で
あ

る
存

在
者

の
そ

の
都

度

の
存
在

様
式

で
あ
る
以

上
、
現
存
在

は
抽
象

的

一
般
的

な
知

で
は

な

い
。

日
常
性

ひ

と

に
お

い
て
は
、
そ
れ

は
誰

で
も

な

い
世
人

と

い
う
あ

り
方
を
取

る
だ

け

で
あ

る
。

「
誰

で
あ

る
か
」

の
問

い
に
対
し

て
、

現
存
在

は

「
諸

諸

の
振

る
舞

い
や
体
験

の
交
代

を
貫

い
て
同

一
で
あ

り
続

け
、

そ

れ

に
よ

っ
て
こ
れ

ら
多

様
な
も

の
に
関
わ

る
」
(
一
いω
)何
か
と

答
え

ら

れ

る
な
ら
、

そ

の
と
き

そ
れ
は
、

既
に
暗
黙

の
う
ち

に
直
前
的

な
も

の

と
し

て
理

解
さ
れ

て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま

さ
に
伝
統

的
な
人

間

の
定
義

が
孕
む
問

題

で
あ

っ
た
。
む
し

ろ
現
存
在

は
、

そ

の
都
度

ご
と

に
自

分

で
あ

る
か
、
自
分

で
な

い
か
を
選

ん
で
お
り

、
そ

の
ど

ち
ら

か
な

の
で
あ

つ
て
、
根
底

に
人
格

な
ど
と

い
う

同

一
性

を
想
定

す

る
理
解

は
適

切
で
は
な

い
。

さ

ら
に
日
常
的
な

現
存
在

で
あ

る
世

人

の
記
述

に
お

い
て
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

の
分
析

の
視
点

は

い

っ
そ
う

明
確

で
あ

る
。

「
我

々
は
、

世

κ
が
楽
し
む

よ
う

に
楽

し
み
、
満

足
す

る
。
我

々
は
文

学

や
芸
術
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に

つ

い
て
、
世

人

が
見

た
り

判
定

し

た
り
す

る
よ
う

に
そ
れ

を
読

み
、

見
、

そ
し

て
判

定
す

る
。

し
か
し
ま

た
、
我

々
は
世
人

が
身

を

退
く

よ
う

に
、
〈
集

団
〉
か
ら
身
を
退

く
」
(一$

)。

こ

の
引
用

が
明

瞭

に
示
し

て

い
る
と

お
り
、
我

々
と

い
う

「
主
体
」

が
世
人
と

比
較

さ
れ
る

の
で
は
な

い
。
楽
し
む
仕

方

(如
何

に

)が
世

人
が
楽
し

む
仕

方

の

「
よ
う

に
」
な

の
で
あ

る
。
現
存
在

は
人
間

の
行

動
と
し

て

の

問
う

こ
と

で
な
か

っ
た
よ
う

に
、

こ
こ
で
も
人
間

の
楽
し
み
方

で
あ

る

よ
り
、

楽

し

み
方

そ

の
も

の
と

し

て
捉
え

ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。空

問
性

に

つ
い
て
も
同

様

で
あ

る
。
既

に
内
存
在

の
考

察

で

(第

=

一節

)、

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

は
周
到

に
も
、

通
常

の
物
体

同
士

の
空

間
関
係
を

現
存
在

の
考
察

の
場

面

か
ら
区
別
し

て

い
る
。
現
存

在

の

空
間
性

は
、
周
知

の
と
お
り
隔

て
を
去

る

こ
と

と
方

向
づ

け
る

こ
と

と
し

て
規

定

さ
れ
る
。

そ
れ
は
現
存
在

の
存
在
様

式

に
基
づ

い
て
捉

え
ら

れ
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

「
隔
て
を
去

る
こ
と

は
、
差

し
当

た

り
そ

し
て
大
抵
は
、

見
廻
し

つ

つ
近
づ

け
る
こ
と

で
あ

る
」
(
三
一)
。

し

か
し
、

こ
の
よ
う

に
見

廻
し

に
よ

っ
て
隔

て
を
去

る
こ
と
は
、
決

し

て
主
観

的
な
恣
意
な

ど
で
は

な
く
、
む

し
ろ
真
な

る
世
界

の
即
自

存

在
を

発

見
す

る

こ
と

だ
と

も
言

わ

れ

て

い
る

(=
P
)。

こ

の
こ
と

は
、

現
存

在

に
相
応
し

い
空

間
性

が
見
廻
し

に
基

づ
く

「
発
見
」

に

関

わ
る
も

の
で
あ
り
、

そ

の
意

味
で
広
義

の
知

で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
逆

に
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

八

死

へ
の
先
駆
と
現
存
在

の
現
象
学

こ
れ
ま

で

の
考
察

の
な
か

で
、
現
存
在
を

人
間

で
は
な
く
そ

の
都

度

の
知

の
あ
り
方
と
す

る
解
釈

は
、
空
間
性

や
人
称

代
名
詞

に
よ

る

呼

び
か
け

と

い
う
、
知

と
関
連

づ
け
難
く

思
わ
れ

る
問
題

に

つ
い
て

も

、
十
分

に
保
持

で
き
る

こ
と

が
明
ら

か
と
な

っ
た
。
も
う

一
つ
極

め

て
困
難

で
あ

る
と

思
わ
れ

る

の
は
死

の
問
題

で
あ

る
。
果

た
し

て

広

い
意
味

で
、
し

か
も
そ

の
都

度

の
存
在
様

式
と
し

て

の
知

に

つ
い

て
、
何

か
死
と

い
う

こ
と
を
語

り
得

る
の
だ

ろ
う

か
。

こ
こ
で
も

予

断

に
よ
ら

ず
、

『存

在
と
時
間

』

の
実
際

の
記
述
を

追
う

こ
と

か

ら

始
め
よ
う
。

ま
ず
何

よ
り
も

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が
死
を

取
り
上

げ
る
際
、
単

な

る

体
験

の
事

実
を
問
題

に
し

て

い
る
の
で
な

い
こ
と

に
注

目
す

る
必
要

が

あ

る
。

現
存

在

の
死

は

生
物

の
死

滅

(
<
①
お
巳
9
)
で
も

な
け

れ

ば

、

医

学

上

の
死

亡

萄
x
ぎ
・・
)で
も

な

い
。

現

存

在

が
失

命

(>
7
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δ
冨
コ
)し

、
医
学

的
生

物
学

的

に
問
題

に
さ
れ
得

る

の
も
、

そ
れ

が

具
体
的

な
世
界

に
お

い
て
死
ぬ

こ
と

に
基

づ

い
て

い
る
。
現
存

在

が

死
ぬ

こ
と

と

は

「自

ら

の
死

へ
関
わ
り

つ

つ
あ

る
そ

の
存
在

の
仕
方

を
意

味
す

る
」
(ω
P
。。
h.)
。

「
現
存
在

は
事

実
的

な
失
命

を
体
験

す

る

こ
と

の
中

で
、
あ

る

い
は

そ
れ

に
際
し

て
、
初

め
て
死
ぬ

の
で
は
な

い
」
Q
P
O
)
。
こ
こ

で
も
、

現
存

在

の
現
象
を
直
前

的
な

「
何

か
」

の

理
解

か

ら
区

別
し

よ
う

と
す

る
、
注

意

深

い
論
述

が
見

て
取

ら
れ

る
。

死
は
直
前

の
事

物

の
よ
う

に
あ

る

の
で
は
な
く
、
現
存

在
が
存

在
す

る
そ

の
可
能
性

な

の
で
あ

る
。
だ

か
ら
存
在
論

的

に
真

の
問
題

は

「
死

の
後

に
何

が
あ

る
か
」
(
を
舘

)で
は

な
く
、

「
死
は

そ

の
都

度

の
現
存

在

の
存
在

可
能
性
と

し

て
、
如

何

に
現
存

在

の
中

に
入
り

込
ん

で
い
る
か
」
(
を
邑
な

の
で
あ
る

(
ω
ω
O
)。

死

の
問
題

が
た
だ

の
物
的
事
実

q
自。
密
9
①)
で
は
な

く
、
現
存

在

に

固
有

の
可
能
性
と
し

て
、
ま

た
存

在
様
式

と
し

て
取

り
上
げ

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

れ
ば

、

こ

こ
で

は
何

よ
り
も

、

死

が
ど
う

い
う

語

り

(ロ
ゴ

ス

)を

通
じ

て
、
現
象

的
に
確
保

さ

れ
る
か
を
検

討
す

る
必
要

が
あ

ろ
う

。
特

に
死
が
予
備
的

分
析
論

に
お

い
て
で
は
な
く
、

予
備

的
分
析
論

の
成
果
を

そ

の
根
源

性

に
関

し

て
議
論
す

る
段
階

で
取
り

上
げ

ら
れ

る
の
は
ど
う
し

て
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

ハ
イ

デ

ツ
ガ

ー
は

第

二
篇

の
冒
頭

で
、

予
備
的
分

析
論

で
既

に
論

じ
ら
れ
た
理
解

の
先

構

造
を

改

め

て
問

題

に
し

て

い
る
。

「
先

視
」

「
先
持

」

「
先

把

握

」
と

い

っ
た
諸
概
念

は
、

現
存

在

に
固
有

の
開

示
性
を
分
析

す

る

際

に
取
り
出

さ
れ

て

い
た
。
し

た
が

っ
て
、
現
存
在

が

こ
れ
ら

の
点

で
、
そ

れ
ま
で
十
分

に
主
題
化

さ
れ

て
い
た
か
ど
う

か
が

こ
こ

で
問

題

に
さ
れ

る

の
は
、

そ
う
し

た
概
念
が
、
対

象

(
現
存

在

)
の
特

色
を

な
す
限
り

に
お

い
て
で
な
く
、

予
備
的
分
析

論

に
お

い
て
主
題

的
な

存

在
者
が
取

り
上
げ

ら
れ
た
、

そ

の
論
述

の
仕
方

(現
存
在

)
に
関
し

て
で
あ

る
と

理
解
さ

れ
る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
主
題

で
あ

る

現
存
在

の
何

か

で
は

な
く
、
知

と
し

て
の
現
存

在

の
如
何

に
が

改
め

て
問
題

に
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

そ
う

だ
と
す

る
と
、

ゲ
ー

ツ

マ
ン
の

よ
う

に
、
単

に

い

っ
そ
う
根
本

的
な
第
三

の
段
階
と

し

て
死

の
分
析

を
解
釈

す
る
だ
け

で
は
、
不
十
分
だ
と
言

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

死
が
現
存
在

に
固
有

の
存

在
様
式

と
し

て
示
さ

れ
る

の
は
、

死
が

可
能
性

と

し
て
出
会

わ
れ
る

こ
と

に
よ
る

。
こ
れ
を

可
能

に
す

る

の

(
37
)

が
先
駆

で
あ

る
。
し

か
し
よ
く
考
え

て
み

れ
ば
、
現
存

在

に
可
能

な

全
体
性

を

そ
の
可
能
性

に
お

い
て
示

す
と

い
う

こ
と

は
、
現
存
在

を

現
存
在

と

し
て
、
そ

れ
自

身

に
即
し

て
見
え

る
よ
う

に
す
る

こ
と

に

ほ
か
な
ら

な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
意

味

で
先

駆
は
、

単
に
主
題

で
あ

ハ イデ ッガー にお いて哲学 を/20



る

「
死
を
」
考
察

す

る
相

応
し

い
仕
方

で
あ
る
だ
け

で
な
く
、

そ
も

そ
も

現
存
在

が
、
そ

れ
自

身

の
方

か
ら

そ
れ
自

身
を
示
す

よ
う

に
、

見
え

る
よ
う

に
す

る
方
法

と
理
解

さ
れ

て
し
か

る
べ
き

で
あ

る
。
さ

ら
に
先
駆

は
、
そ
れ

に
よ

っ
て
現
存

在

が
自

己

の
既
往

を
反
復

す
る

可
能
性

を
与
え

る

の
で
あ

り
、

現
在

に
向

か

っ
て
瞬
時

目
を
見

開
く

こ
と

を
も

可
能

に
す

る
、
本

来
的
時
間

性
を
構

成
す

る

①
ω
o。
じ

。
そ

れ
は
ま
さ

に
忘

却

の
中
に
あ

る
存

在

の
理

解
を
、
反
復

に
よ

っ
て
取

り
戻

し
、

そ
れ
に
よ

っ
て
存
在
論

的
な
知

が
成
立
す

る
構
造
を

示
し

て
い
る
と
言

っ
て
よ

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
論

酵

死

の
問
題

が
、
予

備
的
分
析
論

の
成
果

の
後

で
取
り

上
げ

ら
れ

て

い
る

の
は
、

こ

の
よ
う

に
、
そ

れ
が
知

の
時
間
性
を
真

に
存
在

論
的

な
次
元

で
展

開
す

る
と

い
う
意

味
に
お

い
て
理
解
さ

れ
な
け

れ
ば
な

オ

ン

ト

ロ

ギ

ロ

ら
な

い
。
存

在
論

の
ロ
ゴ

ス
(学

に
し

て
語
り
)に
固
有

な
困
難

と
し

て
、
そ
れ

に
は
語
彙

が
不
足
し

て

い
る
だ

け

で
な
く

、
何
よ
り

も
文

法

が
欠

け

て

い
る
と
言

わ
れ

て

い
る

(O
い
P
ま

た

8
-8
ω
)。
予

備
的

分
析

論

で
取
り
出
さ

れ
た
諸

々

の
概
念

や
実
存
疇

は
、
そ
う

し
た
語

彙
に
当

た
る

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
そ

れ
ら
語
彙

が
用

い
ら

れ
る
場
合

の
文
法

こ
そ
、
時
間

性

の
分
析

を
課
題

と
す

る
第

二
篇

の
問

題
に
な

る
と
言
え

る

で
あ

ろ
う
。

こ
の

こ
と

は
現
存
在

に

つ
い
て
為

さ
れ

た

予
備

的
考

察

が
、
そ

の
当

の
考
察

で
あ
る
知

(現
存
在

)

に

つ
い
て

反
復

さ
れ

る
こ
と
と
も

言
う

こ
と

が

で
き

る
。
こ

こ
に
存

在
論
的

探

(
39

)

究

の
真

の
循
環

が
あ

る
と
言

わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

九

存
在
論
的
知

の
可
能
性

の
条
件

を
明
ら

か
に
す
る
学
問
論

以
上

の
考
察

か
ら
既

に
十

分
明

ら
か

で
あ

る
と
思

わ
れ
る

の
は
、

そ

れ

が
如
何

に
奇

妙

に
響

く

に

し

て
も

、

現
存

在

の
現

象
学

(P
9

8
0
)は
、
現
存

在

が
現
象
学

に
な

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
す
な

わ

ち
存

在

的

に
は

最
も

近

い
が
、

存

在
論

的

に
は
最

も

遠

い
現
存

在

が

、

可
能
性

を

可
能

性
と

し

て
開

示
す

る
先
駆

と

い
う
存

在

様

式

「
如
何

に
」

に
お

い
て
、
存

在
論

的
な
知

と

し

て
の
現
象

学

(現
存

在

の
存
在

様
式

)
に
な
る
と

い
う
意

味

に
ほ

か
な
ら

な

い
。

「
現
象

学

的
解

釈

は
現
存

在

そ
の
も

の
に
対

し

て
根

源
的
な

開
示

の
可
能

性

を

与
え

な
く

て
は
な

ら
な

い
の
で
あ

り
、
現
存

在

に

い
わ
ば
そ

れ
自

身

を
解

釈
さ
せ

な
く

て
は
な
ら
な

い
」
(一◎。
ひ
)と
述

べ
ら
れ

て
い
る

の

も

、

「
現
象
学

的
な
記

述
の
方
法
的
意

味
は
解
釈

で
あ

る
」
(0
8
)と

い
う
点
と
関
連

づ
け

る
な
ら
ば
、
文

字
通
り

に
は
現
存

在
が
広

い
意

21/ハ イデ ッ ガ ー に お い て哲 学 を



味

の
知

で
あ
り
、

現
存

在
自
身

が
現
象
学

と
な

る
こ
と
を
意

味
し

て

い
る
と
考

え
ざ

る
を

得
な

い
の
で
あ

る
。
そ

れ
は
、
現
存
在

の
実
存

論
的
構
造

を
な
す
循

環

の
中

に
正
し

い
仕

方

で
入

っ
て

い
く
こ
と
と

同
義

で
あ
り
、
ま

た
現
存
在

の
前
存
在

論
的
な
存
在

理
解

を
徹

底
化

し

て
い
く

こ
と

(0
8
)
な

の
で
あ

る
。
そ
し

て
そ

れ
は
、

既

に

一
九

二

三
年

に
、
事
実
性

の
解
釈
学

に
お

い
て
、

「
解
釈

は
事
実

的
な
生

そ

れ
自
身

の
存
在

を
持

つ
存
在

者

で
あ

る
」
と

述

べ
ら

れ
た
事
態
と

、

基
本

的
に
同
じ

こ
と

で
あ
る

($
-○
一い
)。

探
究

や
問

い
あ
る

い
は
知
識
は
通

常

い
ず

れ
も
存
在

者

に
関
係

す

る
。

つ
ま
り
、

現
存

在

は
常

に
何

ら
か

の
仕
方

で
、
存

在
者
と

の
関

わ
り
に
あ

る
。
科
学

の
問

い
は
存
在

者

の
み
に
関
わ
り

「
そ
れ
以
外

に
は
何
も

な

い
」
(8

山
O
い
ご
。
存
在

的
諸
学

問
は
も

つ
ば

ら
存
在

者

の
み
を
問
題

に
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ
し
て
学
問

的
理
論
的

な
認

識
は
、
手

許

の
存
在

者
と

の
日
常

的
な
交

渉

の
変
様

と
し

て
成

立
す

る
。
し

た
が

っ
て
、

日
常
的

な
知

に
し
て
も
、
も

っ
ぱ
ら
存
在

者

の

み
に
関

わ
り
、

「
そ
れ
以
外

に
は
何
も

な

い
」

の
で
あ

る
。
こ

の
こ

と
は
、

無
を
根
源
的

に
開
示
す

る
不
安
と

い
う
根

本
情
態
性

を
常

に

回
避

し
、
死
と

い
う

最
も
自

己
的

で
追

い
越
す

こ
と

の
で
き
な

い
可

能
性

に
直
面
す

る
こ
と
を

避
け

る
、

日
常
的
な

現
存

在

の
存

在
様
式

「
如
何

に
」
が
雄
弁

に
語

っ
て

い
る
こ
と

で
あ

る
。
現
存
在

が
存
在

者
と

の
関

係

に
お

い
て
存
在

の
理
解
を
も

つ
、
あ

る

い
は
逆

に
、
何

ら
か

の
存
在

の
理
解

が
あ

っ
て
、
初
め

て
何
か
限
定

さ

れ
た
存

在
者

と

の
関
わ

り
が
現
存

在

に
お

い
て
成
立
す

る

の
で
あ

れ
ば
、

も

つ
ば

ら
存
在
者

の
み

に
関
わ

る
現
存

在
は
、

本
来
的

で
も

全
体

的

で
も
な

い
と
言
わ
ざ

る
を
得

な

い
で
あ

ろ
う
。

こ

こ
に
現
存

在

が
現
存
在

そ

の
も

の
と

し

て
、
充

全
な
仕
方

で
理
解

さ
れ

る
可
能

性

が
開
か

れ
る

必
要

が
あ

る

の
で
あ

る
。

レ
ヴ
イ

ッ
ト

が
伝

え

て

い
る
逸
話
、

「
覚
悟

を
決
め

な
く

て
は
な

ら
な

い
、

し

か
し
何

に

つ
い
て
覚
悟
す

べ
き

か
は
分

か
ら
な

い
」

と

(
40
)

い
う
学

生

の
反
応

は
、

こ
う
し

た
考
察

か
ら
す

れ
ば
極

め

て
正
常

で

あ

る
。
ま
さ

に
そ

の
よ
う

な
知

の
理
解

こ
そ

ハ
イ

デ

ッ
ガ
ー

が
問

題

に
し
、
批
判

し
よ
う
と

し
た
も

の
だ
か
ら

で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、

先

駆

的
覚

悟
性

の
存

在
様
式

に
立

ち
、
敢
え

て
そ

こ
に
留

ま

ろ
う
と

す

る

の
で
な
く

、
ま
ず

そ

の
様
式
を
向

け

る
べ
き
何
か

を
追
求
す

る

の

が
、
存

在
を
忘

却
し

た
我

々
の
時

代

の
知

の
現
状
な

の
で
あ

る
。
如

何

に
か
ら
何

か
が
現

わ
れ

る
の
を
待

つ
こ
と

が

で
き

な

い
、
も

っ
ぱ

ら
何
か

の
み
を
問

い
、

「
そ
れ
以
外
は
何

も
な

い
」

と
し

て
問
題
を

感
じ
な

い
知

こ
そ
、
存

在
論
的

な
知

に
最

も
遠

い
と

言
わ

な
く

て
は

ハイデ ッガー にお いて哲 学 を/22



(
41
)

な
ら

な

い
。

『存

在
と
時

間
』

は
、
学
問

の
営

み
を
行

な
う

「
人
間
」

の
実
存

に
着

目
し

て
遂
行

さ

れ
た
学
問
論

で
あ

る
の
で
は
な
く

、
現
存
在
自

体

が
、
そ

の
都
度

の
開
示
、
知

の
あ
り
方

を
離
れ

る
こ
と

の
な

い
次

元
で
分
析

さ
れ
る
、

そ
う
し
た
学

問
論

で
あ
る

こ
と

は
示
さ

れ
た
と

思
わ
れ

る
。
そ

の
よ
う
な
探
究

の

「
次

元
」
あ

る
い
は

「
地
平

」
を

確

保
す

る
こ
と
は
、

通
常

の
学

問
研
究
、
存

在
的
な
学

問

の
営

み
と

異
な

っ
た
意

味
を
持

つ
。
し
か

し
、
問
題

は

こ
の
違

い
の
確

認
に
あ

る

の

で
は
な

い
。
む

し

ろ
、

そ

の
よ
う

な
探

究

が
な

さ

れ

る
こ
と

が
、
哲
学

的

に
如
何

な

る
意
味

を
持

つ
か
な

の
で
あ

る
。
こ

の
問
題

に
関

し
て
は
稿
を
改

め

る
し
か
な

い
が
、
時
代

の
支
配

的
な
知
を
、

学
問

的
認
識
も
含

め

て
、
根
源

的

に
解

明
す

る
こ
と

が
、

『
存
在
と

時
間
」

の
主
題

で
あ

る
こ
と

は

一
応
明
ら

か
に
し
得
た

で
あ
ろ
う

。

最

初
に
提
出

し
た
問

題
に
戻

る
な
ら
、
現
存

在
な

る

「存

在
者

」

を

ど
れ
ほ

ど
分
析
し

て
も
、
そ

れ
が
人
間
と

し

て
既

に
直
前
性

に
お

い
て
理
解

さ
れ

て
い
る
か
ぎ
り
、

そ

こ
か
ら
存

在

の
意

味
を
読

み
取

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
む
し

ろ
現
存

在
を

そ
れ

に
相

応
し

い
存
在

者

と

し

て
、

つ
ま
り

「
そ

の
都
度

の
」

「
存
在

様
式
」

に
即
し

て
考

察

す

る
場
合

に

の
み
、

か

ろ
う

じ
て
現
存
在

が
、

そ
れ
自
身
を

そ
れ
自

身

の
方

か
ら
示
す

よ
う

に
、

見

ら
れ
る
よ
う

に
な
る

の
で
あ
る

。
こ

れ

は

『存

在
と
時

間
』

の
分
析

に
よ
れ
ば
、
あ

く
ま

で
可
能

性
を

可

能
性
と

し

て
開

示
す

る
先

駆

に
お

い
て
で
あ

る
。
そ

こ
に
お

い
て
こ

そ
、

現
在

の
何

か
に
逃

れ
よ
う
と
す

る
現
存
在

が
、

そ
の
存

在
様

式

で
あ

る
如
何

に

へ
と
向

き
返
ら

さ
れ
る

の
で
あ
る
。
時
間

性

の
分
析

に
お
け
る
本
来

的
現
在

、
す
な

わ
ち
瞬
間

は
、
死
と

い
う

可
能
性

へ

の
先
駆

に
よ

っ
て
自

由

に
さ

れ

た

(開

か

れ

た
)開

示
性

の
本

来

の

姿

、
如
何

に
を
、
そ

の
か
ぎ
り

明
確

に
見
え

る
よ
う

に
す

る
。

一
九

二

三
年

の
講
義

に
見

ら
れ

る

「
概
念

は

瞬
問

の
可
能
性

で
あ

る

」

(ひ
ω
と
一
ひ
)と

い
う
言

述
も

こ
の
意
味

で
の
み
理
解
さ
れ

る
べ
き

で
あ

ろ

う

。
し

か
し
、
現
存
在

が
現
象

学
と
な

る
、

つ
ま
り

そ
れ
自
身

の
方

か
ら
自

ら
を
示
す
た

め

に
は
、
そ
れ
以
上

に
、
終

わ
り
ま

で
循

環

の

な

か
に
留

ま

る
こ
と

が
重
要

に
な

る
。

ゲ

ー
ツ

マ
ン
の
批
判

的
検
討

で
言
及

さ
れ
た
、

「
終
わ
り

ま

で
問
う
」

「
端
緒

の
内

へ
問

い

つ
つ

踏

み
込
む
」
(8

山
。。
ひ
)
こ
と

の
重
要
性
が
見
失
わ

れ
て
は
な
ら
な

い
。

こ

の
こ
と

で
、

死

へ
の
先

駆
あ

る

い
は
先

駆

的
覚

悟
性

(時

間
性

)

が
、
存

在
論
的
知

(現
存
在

)を
成
立

さ
せ

る
条

件
と
な

っ
て
い
る
と

い
う
解

釈

の
、

根
拠

の

一
端

が
示

さ

れ

た
と
考

え

て

よ

い
で
あ

ろ

う

。

(完
)
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注

(
1
)

こ
れ

は

ニ
ー
チ

ェ
に
だ

け

該
当

す

る

こ
と

で

は
な

い
。

プ

ラ
ト

ン
、

デ

カ
ル
ト
、

カ

ン
ト

、

へ
ー
ゲ

ル
、

そ

の
他

の
哲
学
者

に

つ
い
て
も
言

え

る

こ

と

で
あ

る

。

そ

し

て
た

ぶ

ん

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

に

つ

い
て

も

。

ζ
.=
o
乙
ooq
鴨
貫

ミ
跨
ぎ

ミ
駄貯

葺

§

節
歪

三
5。。
oデ

一ま

一
ψ

8

b
P
・

(2
)
例
え

ば
一.胃
き
2
映
ミ

簿
誉
、
ミ

轟
§

<
馬ヨ
§
誉

ロロ
.◎◎
ひい
.

(3
)
弁

証
法
と

は
こ
う

で
あ

る
と

い
う

確
定

し
た

先
行

理
解

を

一
旦
括

弧

に

い
れ
る

の
が

へ
ー
ゲ

ル
の
哲
学

理
解

に
と

っ
て
緊

要
か

つ
必
要

で
あ

る

よ
う

に
、

私

に
は
哲
学

を
学

ぶ
際

に

一
般

的

に
哲

学
と

は
こ
う

で
あ
る
と

い

う
先

行

理
解
を
括

弧

に
入

れ
、

そ
れ
か

ら
自
由

に
な

る
こ
と

が
必
要

だ
と

思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

酒
井

修

「
へ
!
ゲ

ル
哲

学

の
本

邦
渡

来

」

「哲

学

研

究
』

第

五
五
五
号

、
京
都

哲
学
会

、
平
成

二
年
参

照
。

(4
)
換
言

す
れ

ば
、

具
体

的

な
哲
学

者

の
探
究

(存
在

者

)

を
離

れ

て

哲

学

(哲

学

と

い
う

世

界

11
存
在

)

の
意
味

を

理
解

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

し
か
し

ま
た
逆

に
哲
学

(存

在
)

の
何

ら
か

の
理
解
な

し

に
は
哲
学

者

も

、

ま
た
そ

の
具
体

的
営

み

(存

在
者

)
も

理
解
し

え
な

い
。

こ

の
循
環

関

係

の
可
能
性

の
根

拠
づ
け

こ

そ
哲

学
的

、
存
在

論
的

な
知

の
成

立

の
条

件
を

な
す
も

の
で
あ

ろ
う

。

(
5
)
筆

者

は
こ

の
連
関

を

一
九

二
三
年

の
講
義

「存

在

論
」

に
明
確

に

示
さ

れ

て

い
る
事

実
性

の
解
釈

学
と
解

釈

の
事
実

性
、
事

実
的

存
在

と

の
循

環
的

構
造

と
同

じ

で
あ

る
と

理
解
し

て

い
る
。

ゲ
ー

ツ

マ
ン
も

循
環

の
重
要

性

に
言

及

し

て

い
る

。
∩
巴

霊

a
ユ
9

0
09
ヨ
碧
只

b
&
亀
嵩
%異

§
嵩
§

§
蹴

藁
§
魯
ミ

ミ

鳳魯
。。。。
馬こ

ミ

忘

§

oミ
§

ミ
o
ゆ。
二
鼻
§

慾

ミ
舞

さ

切
9

ヨ
、
Z
窪

く
日
貫

一り
8

uω
9000
■

(6
)

こ

れ

が

「存

在

論

は

た
だ

現

象

学
と

し

て

の
み

可
能

で
あ

る
」

(O
N
⇔
8

)
と
言

わ

れ
る

こ
と

の
意
味

だ
と

考
え

ら
れ

る
。

こ

の
点

に
関

し

て

は
、

拙
論

「

『存

在

と

時
間

』

に
於

け

る

現
象
学

の
意
味

」

『
現
象

学
年

報
』
第

八
号

、
日

本
現
象

学
会
編

、

一
九
九

二
年
を

参
照

。
本

稿

で
は

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
著

作

か

ら

の

引

用

は

、

全

集

の
場

合

そ

の
巻

数

と

頁

数

と

を

そ

れ

ぞ

れ

二
桁

と

三

桁

で
表

わ

す

。

『
存

在

と

時

間

』

に

関

し

て

は

8

-
を

略

し

て
、

頁

数

の

み

を

示

す

。

(
7
)
O

「
o
。
ヨ
日
磐

只

o
℃
.
9

.り
ω
ホ

曽
ミ
裟

■

(
8
)
0
7

畠

.b

」
く
い
.

(
9
)
O
で
.
。
貫

。。
」
ミ

.

(
10
)
O
で
.9

」
ω
.ω
令

(
11
)
O
マ
9
『
壇
0り
b
Q
.

(
12
)
O
℃
■魯

;
9自
U
P

(
13
)
O
ワ
鼻

ご
。。
・
ミ

沖

ま

た

ω
.ω
O

の
図

を

参

照

。

(
14
)
O
「
b

「
冒
の
」
逡

9

(
15
)
ひω
-S
P
参
照

。

さ
ら

に
拙

論

「
終
わ

り

と
時
間

性

ー

ハ
イ

デ

ッ

ガ
ー

の

「
死

へ
の
存
在

」

の

一
解

釈
」

「日
本

の
神

学
』
第

三

〇
号

、

日
本

基

督
教
学

会
編

、

一
九
九

一
年

を
参

照

。

(
16
)

O
で
■昌

`
の
q
O
『

「
第

二
の
方

法
的

段
階

」
。り
.謬

、

お

よ
び

「
第

三

の
そ

れ
」
Q。
.。。
P

(
17
)

ゲ
ー

ツ

マ
ン
は
確

か
に
死

と
良

心

の
分
析

が

「純

粋

に
方
法

的
な

狙

い
」

を
も

っ
て

い
る
と
述

べ

て
は

い
る

(ω
900刈
)。

し

か
し
、

そ
れ

は
本
人

が
そ

の
頁

の
注

で
述

べ
て

い
る

と
お

り
、

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が

そ
れ
ら

の
問
題

を
、

「
人
間

に
関

す
る

人
間
学

的
陳

述
が
存
在

の
問

い
を
展
開

す
る

の
に
必

要

で
あ
る
限

り

に
お

い
て
展
開

し

て

い
る
」

と

い
う

点

に
力
点

が
お

か
れ

て

い
る
の

で
あ
り
、

ま
た
方

法
的

に
理

解
可
能

で
あ
る
と

い
う
だ

け

で
、
ど
う

し

て
も
死

へ
の
先

駆

が
解

明

さ
れ
な

く

て
は
な

ら
な

い
積
極
的

な
理

由
が
示

さ
れ
て

い
る
と

は
筆

者

に
は
思
え

な

い
の
で
あ

る
。

(
18
)
○
マ
07

。。
」
δ

・

(
19
V
例

え
ば

「
関
心

と
し

て
の
人
間

の
解
釈

」
の
・Q。
ご
ま
た

「
こ
こ
で
問

題

と
な

る

の
は
む
し

ろ
、
存
在

的

な
基
礎

を
も

つ
に
し

て
も

ア
プ

リ
オ

リ

で

あ
る
よ
う

な

人
間

に
関
す
る
陳

述
を

な
す

と

い
う

方
法

的
な
試

み
な

の
だ
」
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ω
■。。
り
の
注

。

さ

ら

に

Q。
.刈
鯉

。。
O
自

'
N
ひ
い
な

ど

。

(
20
)
○
マ
。
昇

。。
・
ゆ
ひ
・

(
21
ご

類

・
。。
8
「
。
ζ

ず
「
。・σ。
・)
ま

ミ

執嵩
ミ

§

。。
◇。
ミ

象

§

ミ
鳶

§

》
ミ
§

嵩

切
識
恥》
罵
き
題
こ

ミ

q。
丸

℃
q
℃曽
ζ
鴛
σ
伊oダ

這
oo
O
.
の
.ω
P
.
さ

ら

に

勺
.団
ヨ
四鼻

N
目

聞
茜
。。。
5
0。二
三
。§

。舅
δ
昌

自
巳

田

鼠
幕

ヨ

胴

量

o
日
巳
冨

雪

o
。る

。。。馨

7

2
のo。魯
o
ζ
⇔三
ロ
=
o
乙
。σ。o。。「・。
」
謬
輻

凡§
。。。。ミ

惣
ミ
§

＼
津

馬§
吋。。
ミ
象
§

§

＼

尊
§

砺
簿

§

。。鷺
譜

§

馬獅
く
or
O
し
遺

・

ま
た

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

は
、

現
存

在
を

カ

ッ
シ
ー

ラ
ー

の
ど

の
よ
う

な
概

念

に
よ

っ
て
も
表

わ

せ
な

い
と

述

べ

て

い
る

(O
ω
山
oo
O
)。

(
22
)
8

-P
いい
か

ら
P
刈O
。

「現

存
在

」

の
語

が
省

略

さ
れ

て

い
る
例

も
含

め
れ
ば

三

二
回

で
あ

る
。

ま
た
神

話
的

と

い
う

形
容

詞
を
伴

わ
な

い
も

の
も
含

め
る
と

現
存
在

と

い
う

語

の
使
用

は
五
五
回

に
及
ん

で

い
る
。

(
23
)

O
Ψ
塞

「

ま

た
拙

論

「初

期

ハ
イ

デ

ッ
ガ

!

に
於

け
る
言
語

と

思

惟

の
問
題

」

「人
文

科
学

研
究

』
(国
際

基
督

教
大

学
学

報

W

I
B
V二
三

号

、

一
九

九

一
年

を
も
参

照
。

(
24
)

Oω
山
ひ謡

.な

お
、

カ

ッ
シ
ー

ラ
ー

は

「
神

話
的

直
観

形
式
」

と

し

て

の
空
間
、

時
間

を
、
対

象
認
識

の
可
能
性

の
条
件

と
し

て
で
は
な
く

、

そ

れ
自
身

構
成

さ
れ

る
対
象

の
特
性

と

し

て
取

り
上
げ

て
い
る
と

い
う

こ
と

も
、

指
摘

さ

れ
ね
ば

な
ら
な

い
だ

ろ
う

。

「神
話

的
空

間
も

知
覚
空

間
も

、

両

者

と

も

に
ま

っ
た

く

具
体

的

な

意

識

形

成
体

で
あ

る

」

。
国

∩
四
㎝。。冨
貫

ぎ

§

智
、
ミ
馬
魯
、と

ミ
零

、二
6
》
§

智

§

§

.口σ
自』

も

僧。・
日
旨

蓉

び。

】)
。莫
。野

[蛋
コ3
ロ。冨
畠一

一$
ω

Qり
層
一〇
い
・

▼

-

(
25
)
こ

の

ツ
ー
ザ
イ

ン
は
、

ほ
と

ん
ど

の
日
本
語

訳

で
は

「関

わ
り

あ

う
」

、

「
へ
11
関
わ

り

つ
つ
あ
る
」
存

在

と
訳

さ
れ

て

い
る

。
し

か
し
こ

の

意
味

は
敏
㎝互

が
指

摘

す
る

と
お

り
存

在

論
的

で
あ

る
と

共

に
時

間
的

で
あ

り
、

同
時

に
必
然

性

と
可
能
性

の
様
態

を

示
し

て

い
る

と
言
え

る
。

し
た

が

っ
て

こ

こ

で

は

こ

れ

を

「
あ

り

得

べ
き

こ

と

」

と

理

解

し

て

お

く

。

↓
」
.匹
。・互

・
.=
o乙
①o。o。o「
.。・
即

「ぞ

器

oε
「o
∩
2
「。。2

..」

ロ
』」
.困
o
o百
巨
雪
9

。o
∴
>

9

ミ

§

§

ミ

ミ
§

匙

輻

§

。。鷺

・.隔
¶-b。
§

。。
§
概
§
ミ

、乙

o
。。ρ

⊂
三
〈
o邑
受

零
o。。。。
oh
>
§
9

8
も
■ω
轟
'

(
26
)
現
存
在

が
各

自
性

に
よ

っ
て
規

定
さ

れ
る

こ
と

は
、
そ

れ
を
人
間

と
考
え

る

こ
と

に
有
力

な
動
機

を

与
え

は
す
る

が
、

そ

の
問
題

に

つ
い
て
は

人
称
代

名
詞

の
問
題

と

の
関
係

で
考

察
す

る
こ
と

に
し
た

い
。

(
27
)

「
人
間
学

は
、
根
本

の
と
こ

ろ
人
間
と

は
何

で
あ

る
か
を
既

に
心

得

て
お
り
、

し
た

が

っ
て
そ

れ
が
誰

で
あ

る
か
を
決

し

て
問
う

こ
と

が
で
き

な

い
、

そ
う

し
た
人
間

の
説
明

な

の
で
あ

る
」
(O
い
i
=
こ
。

(
28
)

「
見
廻

し
的
な

解
釈

の
根

源
的
な

〈
と

し

て
〉
を
直
前

性

の
規
定

の
と

し

て

へ
と
水
平

化

す

る

こ
と
が

陳
述

の
特

長

で
あ

る
」

(P
δ

)。

ゲ

ー

ツ
マ
ン
は

こ
の
点
を

明
瞭

に
指
摘

し

て

い
る
。
Q
。9
ヨ
僧目

b

冥
。ぞ

。。
」
O。。
.

な
お

こ
の
傍
点

は
筆
者

に
よ
る

。

(
29
)
≦

=
。乙
o
o。o。o漂
b
ミ
切
轟
識
強
舟
、N
臨
馬角
9三
コ
o。窪

』
りo。
汐

9り
.
巴

参

照

。
以

下
本

書

に

つ
い

て
は
じロ
N
'と
略

記
す

る
。

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

は
こ

の
講

演

の
冒
頭

で
、

永
遠

を
根
拠

に
す

る

で
あ

ろ
う

神
学
者

に
対

し

て
、

「
哲

学

者

は
時
断

(時

代
)

を
時
附

(時

代
)

か
ぢ
理
解

ナ

溶

べ
く

覚
悟

を
決

め
て

い
る
」
と

述

べ
て

い
る

(ロロ
ド
9
。

ま
た

ダ
ヴ

ォ

ス
で
の
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
と

の

討
議

で

は
、
体
験

の
流

れ

に
対
し

て
主
張

さ
れ

る
意
味

や
永

遠

に

つ
い
て
疑

問

を
出
し

て

い
る

(Oω
-P
o。N
)。
こ

れ
に
対

し

て
カ

ッ
シ
ー

ラ
ー
は
、

一
九

二

九
年

出
版

の
第

三
巻

「
認
識

の
現
象

学
」

で

シ
ン
ボ

ル
形
式

の
哲
学

の
問

い

は

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
時

間
性

の
問

題
を
越
え

た

と
こ

ろ
で
始

ま
る
と

述

べ
て

い
る
。
口

∩
器
・・ぎ

コ

き

蔑
象

O、
ミ
免
§
、
砂

ミ
守
O
、二
9
§

き

ミ
幅§
」
W
O
ω

魑℃
7
第

昌
o
ヨ
o目
oδ
咀
o

傷o
「団
蒔
o雪
一三
の
」
)
四目
尻
母
α
ゴ

一S
い
'
ω
.
一8

・
両
者

の
違

い
と

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の
問
題

が
良

く
窺
え

る

で
あ

ろ
う

。

(
30
)
実
存
を

問
う

「
誰

か
」
と

い
う
問

い
は
、
直

前
的

な
も

の

へ
の
問

い
で
あ
る

「
何

か
」

か
ら
区

別

さ
れ

る

(O
ひO
)
。
し

か
し
、

こ

の
誰

か
と

い
う

問

い
は
、

一
定

の
存
在

様
式

を
現
象
的

に
挙
示

す

る
こ
と

に
よ

っ
て

の

み
答

え
る

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る

二
い
ひ
)。
あ

る

い
は
ま

た
、

現
存

在

の
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存
在

構
造

は
す

べ

て
、

こ

の

「誰

か

-
の
問

い
」
に
答

え

る
現
象
も

ま
た
、

そ
れ

の
存
在

の
仕

方

な

の
で
あ

る

(一給

)。

そ

し
て

現
存
在

が
表

現

し

て

い

る
の
は

そ
れ

の

「何

か
」

で
は

な
く
存
在

で
あ

る

(O
鴇

)。

(
31
)
「
こ
の
存
在

者

の
根

本
範

曜
は
如

何

に
で
あ
る
」

(uロ
N

一。。
)。
器
・・芭

も
指
摘

し

て
い
る
よ
う

に
、

「何

か
」

に
対
し

て

「
如
何

に
」

の
方

が
重

要

な

の
で
あ
る
。
寄
。。互

冒O
"
・畠

も
.い
恥
あ
る

い
は
ま

た
署

.8

凸
P
参

照
。

(
32
)

一.内
碧
貢
O
「
99

;
bd
」
S

噛

(
33
)
P
一窯

.
な
お

こ
の
傍
点

は
筆
者

に
よ

る
。

(
34
)

英
訳

で
も

「
彼
」
(臣
∋
魯
。
)と

い
う
人
称

代
名

詞

で
訳

さ

れ
て

い

る
o
ζ
.工
O乙
O
oq㈹
O「
一切
馬き
oq
§
犠
寄
§
魯
oり〇
三
7§

覧
8

し
お
刈
も
.NO
◎o
・

(
35
)

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー
が
四

三
節
を

言
語

の
理
解

に
関
し

て
重
視

し
て

い

る
点

に

つ
い
て
は

旨

占
ωO
参

照
。

(
36
)
8

-罷

参
照

。

こ
れ
は
あ
く

ま

で
討
論

の
筆

記

で
あ
り
、

正
確
な

資
料

と

は
言

え
な

い
。

し
か

し
前
後

の
文
脈

か
ら
、

極

め

て
重

要
な

視
点
を

与
え

て
く

れ
る
。

『存
在

と
時

間
』

冒
頭

の
、
存
在

の
問

い
の
必
要

性
が
忘

れ
ら
れ

て

い
る

と

い
う

主
張
も

、

こ

の
観

点
か
ら

、
す

な
わ
ち

主
題

と
し

て

の

「
何

か
」

(存

在
)

の
問

題

で
な
く

「
如
何

に
」

(現
存
在

)

の
問
題

と

し
て
理
解

さ
れ
る

べ
き
だ

と
思
わ

れ
る
か

ら

で
あ
る
。

(
37
)

「そ

の
よ
う

な
可

能
性

へ
の
存

在
を
我

々
は
術
語

上
可
能

性

へ
の

先
駆

と
し

て
捉

え
る

」
(ω
お

)。
ま

た
負

い
目
あ

る

こ
と

の
開
示

の
可
能

性

も
先
駆

に
基
づ

い
て

い
る

(合

ひ
)。

(
38
)
死
あ

る

い
は
死

へ
の
先

駆
が
存

在
論

的
な
知

の
条

件

で
あ
る
根

拠

の

一
つ
と
し

て
、
事

実
的

な
実
存

に
開

示
さ

れ
る
諸

可
能
性

が

死
か
ら

で
は

な
く
、

む
し

ろ
被
解

釈
性

か
ら

得
ら

れ
る

こ
と
を
示

す

こ
と
が

で
き
る

で
あ

ろ
う

(8
①「
あ

る

い
は
ま
た

P
O
占
◎。謡

9)
。

こ
の
意
味

は
先
駆

が
被
投
性

を
被

投
性

と
し

て
見
え

る
よ
う

に
し

、
反
復

を

可
能

に
す
る
点

に
あ

る
。
ま

た
拙

稿

「技

術

の
時

代

に
於

け
る
哲

学

の
可
能

性
」

『人
文

科
学
研
究
』

(国

際
基

督
教

大

学
学

報

W

-
B
)
二
四

号

、

一
九

九

二
年

、

一
六

七
頁

以

下
参

照
。

8

-P
。。O
の
被
投

性

へ
の
言
及

を
も
参
照

。

(
39
)「我

々
は
時
間

に
関

し
て
時

間
的

に
語
ら

な
く

て
は

な
ら
な

い
。
我

我

は
時

間

と

は
何

で
あ

る

か

の
問

い
を

、

時
間

的

に

反
復

し

た

い

の
で
あ

る

。
時
間

は
如
何

に
で
あ

る
」
(国
ド
P
ご

。

(
40
)
【
8

≦

π

吻
§

ミ
§

亀

き

忌

馬
タ
犀

ρ
。。
夏

。・畳

曽
¢
田

甲。。
'U
一刈
.

(
41
)
死
と

全
体
性

の
問

題
は
、

具
体

的
な
哲

学

の
問
題

と
し

て
は
、

死

を
知

の
成

立

の
条

件

と
し

て
考
え

る
こ

と

の
ま

っ
た

く
な

い
現
代

の
学
問

お

よ
び

日
常

的

な
知

を

別
扶

す

る
と

い
う

意

味

を
も

っ
て

い
る

。

ハ
イ

デ

ッ

ガ

ー
は
ど

こ
ま

で
も
時

間

あ
る

い
は
時

代

(N
O瞥
)

か
ら

、

つ
ま

り
時
代

の

視

点

か
ら
遊
離

し

て
は

い
な

い
。

こ

の
点

は
稿

を
改

め

て

い

っ
そ
う

周
到

に

論
じ

ら
れ
な
く

て
は
な

ら
な

い
。
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A

Bei Heidegger philosophieren lemen

Atsushi TANAKA

    Der Titel dieser Abhandlung will so verstanden sein, daB es so etwas wie Philosophic 
tiberhaupt gar nicht gibt and daB man von der Philosophic nie etwas lernen kann auger durch 
das Studium im Feld eines konkreten Philosophierens irgendeines Philosophen. Im Fall meiner 
Forschung ist es Heidegger, dessen ganzer Weg mir ein folgerichtiger Weg des Forschens nach 
dem Prinzip philosophischen Wissens zu sein scheint. 

    Auch C.F. Gethmann interpretiert Heideggers ganze Philosophie als Forschung nach dem 
Grunde der Wissenschaft and folglich als Wissenschaftslehre im weitesten Sinne. Ich kann aber 
Gethmanns Interpretation nicht ganzlich zustimmen, wed er die Wissenschaftslehre Heideggers 
zwar in ausreichend weitem Sinne, aber nur auf der ublichen Ebene versteht. Er sieht nicht den 
entscheidenden Kern der Bemiihungen Heideggers, namlich die Ausarbeitung der Frage nach 
dem Sinn von Sein dutch das Dasein. Gethmann versteht letzteres ohne weiteres einfach als das 
Seiende genannt Mensch, wahrend Heideggers Wissenschaftslehre einen viel tieferen Grund als 
den gemeinhin ublichen freilegt, indem er das thematische Seiende, genannt Dasein, nicht als 
Mensch auffaBt. 

    Das Dasein ist, nach Heidegger, ausschlieBlich nur in der jeweiligen Weise zu sein and 
sonst nichts. Man kann and soil es nicht in seinem Was begreifen, sondem nur im Wer oder 
Wie. Das ist der Grund, warurn das Dasein in Sein and Zeit nicht definitionsmaBig bestimmt ist. 
Vielmehr soll man die viel gebrauchte charakteristische Wendung, daB es dem Dasein in 
seinem Sein um diesel selbst geht, als bezugs- oder vollzugsmaBige Definition ansehen. Aber 
in der Vorlesung von 1925 nennt Heidegger ausdrucklich das Fragen ein Seiendes, das cr nut 
Dasein bezeichnet wissen will. Das Dasem ist Fragen and also auch Wissen im weitesten 
Sinne. 
    Die Problematik der Zeitlichkeit in Sein and Zeit sollte man als Untersuchung der 
Moglichkeit der Eigentlichkeit and der Ganzheit des Daseins im Sinne des Wissens interpretieren; 
Eigentlichkeit, namlich Dasein in der Weise des sich als es selbst von ihm selbst her Zeigens, 
and Ganzheit, namlich das Ganze nicht nur des ontischen sondern auch and vor allem des 
ontologischen Wissens selbst. In diesem Sinne ist die Philosophic nach Heidegger eine Methode, 
das Wie (Phanomenologie) des Daseins, dessen Seinsverstandnis durch dieses Wie radikal and 

ganz aufzuklaren.

Beriihrungspunkt der kritischen Philosophie Kants 
   mit der friihen Wissenschaftslehre Fichtes

Takeshi KITAOKA

    Das System der transzendentalen Philosophie, welches Kant auf dem Boden seiner 
kritischen Philosophic aufzubauen intendierte, mug fur etwas ganz anderes angesehen werden, 
als das, welches Fichte unter dem Namen der transzendentalen oder kritischen Philosophic 
entwickelte, da die beiden schon in ihren Konzepten sich unterscheiden. Also sind die 
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