
前
期
ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
け
る
実
存
と
歴
史

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
歴
史
理
解
へ
向
け
て
の
予
備
的
考
察

lll）

｛
は
じ
め
に

前期ハイデガーにおける実存と歴史

従
来
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
『
存
在
と
時
間
』
で
は
わ
ず
か
に
第
二

編
第
五
章
「
時
間
性
と
歴
史
性
」
（
∞
N
ゐ寸
N
2
8
8
に
て
歴
史
に
つ
い

て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
『
存
在
と
時
間
」
を
終
始
一
貫

す
る
よ
う
な
主
要
課
題
と
し
て
歴
史
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
か
よ
う
な
解
釈
は
以
下
の
よ
う
な

フ
イ
ガ
ル
の
主
張
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
二
存
在
と
時
間
』
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
破
綻
の
後
に
初
め
て
ハ
イ
デ
ガ
l
は
再
び
歴
史
哲
学
的

思
惟
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
主
張
は
、
『
存
在
と
時
間
』

第
五
章
に
お
け
る
時
間
性
の
問
題
群
、
「
時
間
性
と
歴
史
性
」
が
導
入

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
詩
し
く
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
ま
さ

し
く
こ
の
第
五
章
こ
そ
が
こ
の
主
張
を
確
証
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ

の
第
五
章
で
議
論
す
る
よ
う
に
、
歴
史
性
と
は
、
前
哲
学
的
現
存
在
に

属
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
哲
学
に
と
っ
て
は
本
質
的
と
は
な
り
得
な
い
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イ吹；

の
で
あ
る
。
」
（
p
m
o

－H
S
ド
旨
）
だ
が
、
『
存
在
と
時
間
』
以
前
の
講

義
録
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
は
ハ
イ
デ
ガ

l
哲
学
に
お
い
て
中
心

的
位
置
を
占
め
る
。
本
発
表
は
そ
う
し
た
講
義
録
の
中
か
ら
S
N
C
E
N
H

年
冬
学
期
に
実
施
さ
れ
た
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
（
以
下
「
入
門
」
）
を

取
り
上
げ
、
実
存
と
歴
史
が
不
可
分
な
結
び
つ
き
に
お
い
て
考
察
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
。
「
入
門
」
で
は
、
そ
の
都
度
の

一
回
的
状
況
了
解
に
属
す
実
存
的
遂
行
意
味
が
変
様
す
る
こ
と
で
、
歴

史
の
不
可
能
性
の
事
態
で
あ
る
転
落
傾
向
に
抗
し
て
、
反
復
不
可
能
性

と
し
て
の
歴
史
が
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
肝
要
で
あ
る
の
は
、
「

入
門
」
の
考
察
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
、
こ
の
実
存
と
歴
史
の
不
可
分

な
結
び
つ
き
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
『
存
在
と
時
間
』
も
ま

た
同
じ
意
味
で
の
歴
史
考
察
を
実
施
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

解
釈
が
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
存
在
と
時
間
』

も
ま
た
頬
落
（
日
転
落
傾
向
）
（
2
）
に
抗
し
て
一
回
的
実
存
を
実
現
す
る

と
い
う
動
向
を
持
ち
、
こ
の
動
向
が
ま
た
伝
統
（
H

ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
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論
）
へ
の
類
落
の
克
服
と
い
う
歴
史
考
察
と
不
可
分
で
あ
る
と
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
分
析
動
向

か
ら
す
る
な
ら
ば
、
『
存
在
と
時
間
』
は
歴
史
を
主
要
課
題
と
し
て
取

り
上
げ
て
は
い
な
い
と
い
う
フ
イ
ガ
ル
の
主
張
と
は
異
な
り
、
『
存
在

と
時
間
』
は
一
貫
し
て
歴
史
を
そ
の
担
上
に
載
せ
て
考
察
を
展
開
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
た
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
発
表

は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
考
察
す
る
。

〈
一
「
入
門
」
に
お
け
る
実
存
と
歴
史
の
結
び
つ
き
て
〈
二
．
再
臨
の

経
験
を
通
じ
た
実
存
と
歴
史
の
結
び
つ
き
の
確
証
〉
、
〈
三
．
『
存
在
と

時
間
』
に
お
け
る
実
存
と
歴
史
の
結
び
つ
き
〉
。
以
下
、
順
を
追
っ
て

考
察
を
展
開
す
る
。

「
入
門
」
に
お
け
る
実
存
と
歴
史
の
結
び
つ
き
〉

「
入
門
」
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ

l
の
関
心
は
、
当
時
の
彼
の
中
心
的

課
題
で
あ
っ
た
事
実
的
生
経
験
（
丘
o
p
E
2
5
Z
Z
5
2
p
r
g認）

の
徹
底
的
歴
史
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
「
《
事
実
的
》
と
い

う
概
念
は
《
歴
史
的
》
と
い
う
概
念
か
ら
の
み
理
解
可
能
で
あ
る
」

（
凸
〉
き
己
申
）
。
ハ
イ
デ
ガ

l
は
、
事
実
的
生
を
本
来
、
如
何
な
る
客

観
的
・
対
象
的
な
把
握
か
ら
も
逃
れ
去
る
流
動
性
・
運
動
性
を
持
つ
、

そ
の
都
度
一
回
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
（
3

）

O

「
入
門
」

に
お
い
て
は
、
こ
の
反
復
不
可
能
な
固
有
な
歴
史
を
事
実
的
生
に
即
し

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
そ
の
日
標
な
の
で
あ
る
。
「
絶
対
的
に
歴
史

的
な
も
の
［
H
事
実
的
生
経
験
］
の
根
源
性
が
、
そ
の
絶
対
的
な
反
復

不
可
能
性
（
巴
ロ
ヨ
足
。
吾
巳

g存
立
件
）
に
お
い
て
狙
い
を
定
め
ら
れ
て
い

る
」
（
凸
〉

8
・
∞
∞
）
。
だ
が
、
事
実
的
生
は
ま
た
同
時
に
、
か
く
根
源

的
な
そ
の
都
度
一
回
的
性
格
か
ら
離
反
す
る
安
定
化
傾
向
を
持
つ
。
そ

の
都
度
流
動
変
遷
す
る
生
は
、
不
安
定
な
も
の
（
凸
〉
印
∞
る
（
乙
で
あ
り
、

こ
の
事
態
に
お
い
て
事
実
的
生
は
自
ら
の
生
が
動
揺
（
回

g
R吾
首
5
加）

を
経
験
し
、
自
身
の
有
り
様
を
憂
慮
（
回
o
E
E
E
2
5加
）
せ
ざ
る
を
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
l
が
事
実
的
生
に
即
し
て
反

復
不
可
能
な
歴
史
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
安
定
化
・
固
定

化
に
抗
し
て
、
一
回
性
に
よ
り
事
実
的
生
が
不
安
定
さ
に
曝
さ
れ
る
経

験
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
そ
れ
に
抗
し
て
、
取
り
立
て
て
反
復
不
可
能
な
歴
史
が
獲
得

さ
れ
る
べ
き
事
態
、
つ
ま
り
歴
史
の
不
可
能
性
を
表
す
、
安
定
化
・
固

定
化
の
事
態
と
は
如
何
な
る
事
態
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
l
は
か
よ
う

な
歴
史
の
不
可
能
性
の
事
態
を
、

5
N
H
E
N
N
年
冬
学
期
講
義
『
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的
解
釈
／
現
象
学
的
研
究
入
門
』
に
て
以
下
の
よ

う
に
記
述
す
る
。
「
墜
下
（
刃
巳

E
R）
は
時
間
を
取
り
去
る
、
即
ち
、

事
実
性
か
ら
墜
下
は
歴
史
的
な
も
の
を
抹
消
す
る
」
（
凸
〉
2
L
8）0

墜
下
と
は
、
「
入
門
」
で
は
即
ち
事
実
的
生
経
験
の
転
落
傾
向
を
意
味

す
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
歴
史
を
抹
消
す
る
事
態
で
あ
る
。
で
は
転
落
傾

向
と
は
具
体
的
に
は
如
何
な
る
事
能
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す

る
た
め
に
、
我
々
は
ま
ず
事
実
的
生
経
験
に
お
い
て
機
能
す
る
、
内
実
・

関
連
・
遂
行
意
味
と
い
う
三
つ
の
統
一
的
意
味
契
機
（
凸
〉

g
ゐ
ω）
に

つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
実
的
生
経
験
に
お
い
て
は
、
志
向
的
経
験
と
し
て
、
「
経
験
さ
れ

る
も
の
」
（
内
実
意
味
（
凸
o
y
o
z
E
B）
）
と
経
験
さ
れ
る
も
の
へ
の
事

実
的
生
に
よ
る
向
か
い
行
き
（
関
連
意
味
面
白
石

5
5）
）
、
即
ち
「
経

験
の
仕
方
」
の
相
関
関
係
が
働
い
て
い
る
（
C
〉
S
L
N
L
。
）
。
即
ち
、
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内
実
意
味
は
、
対
象
的
な
事
象
内
実
を
伴
っ
た

Z
R
Y
E－H
百
）
〈
何
か

（司
g
）
〉
と
し
て
経
験
さ
れ
る
が
、
こ
の
内
実
意
味
は
、
内
実
意
味
と

し
て
の
事
象
内
実
的
〈
何
か
〉
に
、
〈
如
何
に
し
て
（
者
ぽ
）
〉
我
々
が

関
わ
る
か
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
は
じ
め
て
経
験
さ
れ
る
。
こ
れ
は
具

体
的
に
は
、
（
書
く
た
め
の
）
机
と
い
う
内
実
意
味
は
、
書
く
こ
と
に

お
い
て
そ
れ
へ
と
向
か
い
行
く
関
連
意
味
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
が
、
身

を
守
る
こ
と
に
お
い
て
そ
れ
へ
と
向
か
い
行
く
関
連
意
味
を
通
じ
て
は
、

（
身
を
守
る
た
め
の
）
盾
と
い
う
内
実
意
味
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

だ
が
更
に
、
事
実
的
生
経
験
に
お
け
る
経
験
の
仕
方
の
契
機
と
し
て

は
、
か
よ
う
な
「
経
験
の
仕
方
」
と
「
経
験
さ
れ
る
も
の
」
と
の
相
関

関
係
が
そ
も
そ
も
働
く
た
め
の
、
状
況
全
体
の
了
解
に
関
わ
る
意
味
が

機
能
し
て
い
る
。
「
《
状
況
》
と
は
（
・
：
）
遂
行
的
了
解
に
属
す
も
の
で

あ
る
」
（
凸
〉
g
b
c
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
状
況
了
解
は
、
「
そ
の

内
で
［
内
実
意
味
と
の
相
関
関
係
を
な
す
〕
関
連
意
味
が
遂
行
さ
れ
る

／
現
実
化
さ
れ
る
根
源
的
《
如
何
に
（
司
ぽ
）
》
」
（
凸
〉
g
h
ω
）
と
さ
れ

る
、
遂
行
意
味
（
〈
。
－
－

E
∞m
m
－5
）
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
は
私

が
属
し
て
い
る
」
（
凸
〉
g
b
H
）
と
ま
た
さ
れ
る
様
に
、
遂
行
意
味
に

属
す
状
況
は
「
私
」
と
い
う
固
有
な
契
機
、
即
ち
実
存
（
凸
〉

g
A
h－－お）

に
関
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
上
述
の
机
と
い
う
内
実
意
味
は
、
書
く
と
い

う
関
連
意
味
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
実
的
生
経
験
は
「
私
は

論
文
を
期
日
ま
で
に
仕
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
当
人
に
と
っ
て

の
固
有
な
状
況
了
解
に
お
い
て
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

状
況
に
属
す
「
私
」
の
固
有
さ
と
は
状
況
の
反
復
不
可
能
性
に
求
め
ら

れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
論
文
を
仕
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
状
況
は
、
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そ
し
て
こ
の
状
況
理
解
に
基
づ
い
た
机
へ
と
向
か
い
行
く
と
い
う
内
実

意
味
と
関
連
意
味
の
相
関
関
係
は
、
と
り
わ
け
専
門
研
究
者
に
と
っ
て

反
復
的
な
事
態
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
し
か
し
他
な
ら
ぬ
こ
の
当
の
具

体
的
状
況
に
お
い
て
、
ど
う
振
る
舞
い
行
動
す
る
か
、
つ
ま
り
ど
の
よ

う
に
状
況
を
遂
行
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
都
度
取
り
返
し
が
つ

か
ず
、
一
図
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
論
文
を
仕
上
げ
る
か
否
か
」

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
招
来
す
る
新
た
な
状
況
が
、
先
鋭
化
さ
れ
た

ケ

l
ス
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
博
士
号
執
筆
の
資
格
を
取
得
で
き
る
か

或
い
は
そ
う
で
な
い
か
と
い
っ
た
よ
う
な
、
当
人
に
取
り
不
可
逆
な
帰

結
を
呈
す
こ
と
に
表
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
反
復
不
可
能
な
状
況
を

引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
い
当
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
「
私
」
に
よ
る
状

況
理
解
の
遂
行
が
、
そ
の
都
度
の
状
況
を
全
的
に
規
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
「
私
」
が
生
き
、
そ
こ
で
具
体

的
に
振
る
舞
う
状
況
が
、
そ
の
都
度
刻
々
と
流
動
変
遷
す
る
状
況
で
あ

り
、
こ
の
状
況
の
反
復
不
可
能
性
こ
そ
が
「
私
」
の
実
存
的
状
況
の
固

有
さ
を
な
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
4
3

（
た
だ
し
、
後
述
の

如
く
実
存
的
状
況
の
一
回
性
は
通
常
そ
れ
と
し
て
見
て
取
ら
れ
て
は
い

な
い
（
5

）

0

）
既
述
の
早
出
’
お
年
冬
学
期
講
義
に
お
い
て
は
ま
た
「
振

る
舞
い
（
盟
各
〈

2
g
x
g）
」
が
、
遂
行
意
味
の
「
振
る
舞
う
こ
と

E
S

〈
の
円

E
P
g）
」
及
び
関
連
意
味
の
「
’
へ
と
自
己
自
身
を
関
わ
ら
せ
る
こ

と

E
S〈
R
E
F
S
N
C
l）
の
二
重
性
と
し
て
考
察
さ
れ
る
（
凸
〉
2
h
N
）

が
、
こ
れ
は
上
述
の
知
く
、
固
有
な
状
況
に
お
い
て
振
る
舞
い
活
動
す

る
事
実
的
生
が
そ
の
都
度
の
状
況
を
了
解
し
つ
つ
、
即
ち
実
存
を
遂
行

し
つ
つ
、
こ
の
状
況
了
解
に
お
い
て
〈
経
験
さ
れ
る
も
の
〉
へ
と
ま
た
、

自
己
自
身
を
関
わ
ら
せ
行
く
、
〈
経
験
の
仕
方
〉
の
二
重
性
と
し
て
理



60 

解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
か
よ
う
な
三
つ
の
統
一
的
意
味
契
機
と
転
落
傾
向
及
び
そ
れ

に
抗
し
て
の
不
安
定
さ
の
獲
得
は
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

理
論
化
以
前
の
事
実
的
生
経
験
に
お
い
て
は
、
「
知
人
の
挨
拶
」

（凸〉印∞
A
C
印
）
や
「
飲
ん
で
い
る
カ
ッ
プ
」
（
凸
〉
印
∞
一

5
5
等
の
様
々

な
内
実
意
味
が
得
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
内
実
は
い
つ
も
意
義
あ
る
も

の
と
し
て
世
界
に
お
い
て
出
会
わ
れ
、
有
意
義
性
と
い
う
性
格
を
持
つ

（凸〉
g
L
ω
）
。
し
か
し
こ
の
有
意
義
性
の
経
験
に
お
い
て
は
事
実
的
生

が
注
意
を
払
う
の
は
出
会
わ
れ
る
内
実
に
の
み
で
あ
る
（
凸
〉
g
L色。

「
［
内
実
に
］
居
合
わ
せ
る
仕
方
［
H
関
連
意
味
］
と
世
界
に
よ
る
私
の

連
行
は
、
（
：
・
）
全
て
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
ほ
ど
無
差
別
な
仕
方
で

あ
る
」
（
凸
〉
き
一
H
A
山
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
際
、
我
々
自
身
の
経

験
の
仕
方
、
経
験
の
〈
如
何
に
（
者
ぽ
）
〉
は
無
差
別
で
一
定
で
あ
り

（凸〉
g
L
N）
、
そ
れ
ゆ
え
に
注
意
が
払
わ
れ
ず
、
自
己
は
世
界
に
奪
わ

れ
、
経
験
さ
れ
る
内
実
へ
と
没
入
し
そ
こ
で
充
実
し
て
い
る
。
我
々
自

身
の
経
験
の
仕
方
が
問
題
と
な
ら
な
い
こ
う
し
た
自
己
充
足
的
あ
り
方

は
、
有
意
義
性
へ
の
転
落
傾
向
と
さ
れ
る
（
凸
〉
S
A
g
o
こ
の
際
、

上
述
の
意
味
三
契
機
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
経
験
の
〈
如
何
に
〉
が
無
差

別
で
一
定
で
あ
る
転
落
傾
向
に
お
い
て
は
、
内
実
意
味
と
相
関
関
係
を

な
す
関
連
意
味
が
ニ
疋
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
遂
行
的
了
解
に
属
す
と

こ
ろ
の
状
況
が
ま
た
一
定
で
あ
る
（
凸
〉

g
一
区
）
。
故
に
、
事
実
的
生

の
動
揺
を
通
じ
て
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
が
獲
得
さ
れ
る
べ
き

な
ら
ば
、
自
己
充
足
的
転
落
傾
向
に
お
け
る
経
験
の
仕
方
の
一
定
性
、

即
ち
関
連
意
味
及
び
遂
行
意
味
の
一
定
性
が
動
揺
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
「
経
験
の
内
実
そ
れ
自
身
を
規
定
す
る
有
意
義
性
と
い
う
こ
の

仕
方
に
お
い
て
、
私
は
全
て
の
私
の
事
実
的
生
状
況
を
経
験
す
る
」

（凸〉
g
L
ω
）
と
ま
た
さ
れ
る
以
上
、
内
実
音

1

山
味
と
相
関
関
係
を
な
す

関
連
音
位
味
は
、
有
音
山
義
性
に
お
い
て
如
何
な
る
事
態
に
お
い
て
も
無
差

別
性
・
二
疋
性
を
保
持
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
的
生
経
験
が
そ
の
固

有
さ
に
お
い
て
不
安
定
さ
を
獲
得
し
、
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
歴
史

を
可
能
に
す
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
不
安
定
さ
の
獲
得
は
、
そ
の
都
度
の

「
私
に
と
っ
て
の
」
固
有
な
状
況
了
解
で
あ
る
と
こ
ろ
の
遂
行
意
味
に

求
め
ら
れ
る
。
一
定
性
と
し
て
機
能
す
る
自
己
充
足
的
転
落
傾
向
に
お

け
る
遂
行
意
味
が
何
ら
か
の
仕
方
で
反
復
不
可
能
性
へ
と
転
換
す
る
こ

と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

パ
ウ
口
書
簡
解
釈
に
お
け
る
実
存
と
歴
史
〉

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
「
入
門
」
は
事
実
的
生
経
験
に
即
し
て

理
解
さ
れ
る
べ
き
、
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
に
狙
い
を
定
め
て

お
り
、
こ
の
狙
い
を
達
成
す
る
た
め
に
、
他
な
ら
ぬ
事
実
的
生
経
験
に

お
い
て
機
能
し
て
い
る
一
回
性
の
契
機
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
実
存
的
遂

行
意
味
の
転
換
が
企
図
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
更
に
、
「
入
門
」
で
の
パ
ウ
ロ
書
簡
解
釈
を

通
じ
て
確
証
し
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
者
の
経
験
と
は
、
当
然
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
に
「
成
り

し
こ
と
（
0
0君。
E
8
8
5）
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
成
り
し
こ
と
」
は
、

神
の
終
末
的
再
臨
（
き
℃
g
q
g）
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
と

は
、
神
の
再
臨
を
希
求
（
礼
宮
お
）
す
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

再
臨
の
希
求
と
再
臨
の
予
期
（
司
君
主

g）
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
（
凸
〉
S
L
C
N）
。
ハ
イ
デ
ガ
1
は
予
期
と
し
て
の
再
臨
を
ま
た
転
落



前期ハイデガーにおける実存と歴史

的
と
形
容
す
る
（
凸
〉
g
L
C
N）
が
、
こ
の
場
合
神
の
再
臨
が
、
特
定

の
時
間
と
し
て
客
観
的
な
意
味
を
持
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
予
期

す
る
と
い
う
向
か
い
行
き
（
関
連
意
味
）
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
特
定

の
時
間
と
し
て
の
再
臨
は
、
飲
む
と
い
う
向
か
い
行
き
を
通
じ
て
与
え

ら
れ
る
コ
ッ
プ
と
い
う
内
実
意
味
と
、
音
山
味
連
関
と
し
て
は
相
違
が
な

い
。
こ
の
点
で
、
再
臨
を
予
期
す
る
者
は
事
実
的
生
に
お
け
る
転
落
傾

向
を
生
き
る
。
再
臨
を
予
期
す
る
者
は
ま
た
、
転
落
傾
向
に
陥
る
事
実

的
生
と
し
て
、
既
述
の
ご
と
く
、
世
界
に
自
己
を
奪
わ
れ
「
自
己
を
世

界
に
執
着
さ
せ
る
」
（
凸
〉
g
L
C
ω
）
こ
と
で
自
己
充
足
し
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
「
こ
の
世
界
に
平
和
と
安
全
を
見
出
す
」
（

o
E・）。

だ
が
、
か
く
自
己
充
足
す
る
者
に
対
し
て
、
「
突
然
、
破
滅
が
襲
う

の
で
す
」
（
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
第
五
章
三
）
と
パ
ウ
ロ

は
言
う
。
神
の
再
臨
は
、
非
予
期
的
で
あ
る
。
「
平
和
だ
安
全
だ
と
言

う
者
は
、
破
滅
に
驚
惇
さ
せ
ら
れ
る
、
彼
ら
は
破
滅
を
予
期
し
て
い
な

い
」
（
凸
〉
g
L
o
g
o
神
の
再
臨
の
時
は
、
非
予
期
的
な
、
転
落
傾
向

に
陥
っ
た
事
実
的
生
か
ら
は
理
解
不
可
能
な
も
の
、
即
ち
内
実
・
関
連

の
相
関
関
係
に
お
い
て
は
意
味
了
解
が
不
可
能
な
事
態
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
突
然
の
破
滅
に
お
い
て
は
、
内
実
・
関
連
の
相
関
関
係
に
先

行
す
る
意
味
了
解
、
即
ち
遂
行
意
味
が
経
験
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
証
拠

に
キ
リ
ス
ト
者
の
い
つ
の
問
い
に
対
し
て
パ
ウ
ロ
は
「
日
を
覚
ま
し
て

慎
ん
で
い
ま
し
ょ
う
」
（
一
ア
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
第
五
章
六
）

と
応
答
す
る
。
即
ち
パ
ウ
ロ
は
、
再
臨
が
い
つ
特
定
の
定
ま
っ
た
時
間

に
訪
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
ず
（
6
）
、
キ
リ
ス
ト

者
が
ど
う
自
ら
振
る
舞
う
べ
き
か
指
し
示
す
。
「
［
キ
リ
ス
ト
者
に
と
り
〕

い
つ
の
問
い
は
私
の
振
る
舞
い
（
E
0
5
5吾
巳
R
D）
へ
と
導
き
戻
す
」
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（凸〉
g
L
C仏
）
。
神
の
再
臨
の
い
っ
と
は
、
こ
う
し
た
固
有
な
遂
行
意

味
に
お
け
る
実
存
的
経
験
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る（
7
）0

（
振
る
舞
う
こ
と
（
盟
各

5
吾
岳

g
）
が
遂
行
意
味
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
8
）
に
つ
い
て
は
先
に

S
N
H
I
N
N
年
冬
学
期
講
義

を
参
照
す
る
こ
と
で
確
認
し
た
。
）

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
を
規
定
す
る
神
の
再
臨
の
い
つ

が
、
固
有
な
遂
行
意
味
に
お
け
る
経
験
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ

の
固
有
な
遂
行
意
味
に
お
け
る
再
臨
の
時
の
経
験
は
、
そ
の
都
度
的
一

回
的
な
時
間
経
験
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ハ
イ
デ
ガ

l
は
、
パ
ウ

ロ
の
こ
の
固
有
な
遂
行
意
味
に
お
け
る
再
臨
の
時
を
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の

カ
イ
ロ
ス
（
六

S
Bむ
か
ら
翻
案
さ
れ
た
瞬
間
（
〉
口
開

g
E片
付
）
と
し

て
理
解
す
る
（
凸
〉
g
h
o「
5
N
L
ω
C）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

キ
リ
ス
ト
者
は
こ
の
一
回
的
瞬
間
と
い
う
時
間
を
生
き
る
こ
と
に
お
い

て
、
客
観
的
な
時
間
を
予
期
す
る
転
落
的
経
験
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ

ろ
の
、
固
有
な
遂
行
意
味
を
経
験
し
、
遂
行
意
味
の
転
換
を
経
験
し
て

い
る
。
か
よ
う
な
遂
行
意
味
の
転
換
は
ま
た
、
再
臨
の
経
験
が
「
平
和

で
安
全
な
」
転
落
傾
向
と
は
異
な
り
、
実
存
の
不
安
定
さ
に
身
を
曝
す

こ
と
か
ら
も
伺
え
る
。
「
再
臨
！
こ
の
再
臨
は
パ
ウ
ロ
の
境
遇
に
お
い

て
は
脅
迫
的
で
あ
る
。
（
：
・
）
こ
の
こ
と
は
現
象
学
的
に
言
っ
て
実
存

的
根
本
憂
慮
へ
と
差
戻
す
。
」
（
凸
〉
き
一

E
C）

か
よ
う
に
し
て
、
再
臨
を
希
求
す
る
キ
リ
ス
ト
者
は
、
客
観
的
な
時

間
と
は
異
な
る
、
瞬
間
と
し
て
の
一
図
的
時
間
を
生
き
る
。
肝
要
で
あ

る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
者
に
特
有
な
か
よ
う
な
時
間
経
験
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
事
実
的
生
は
歴

史
的
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
経
験
は
時
間
そ
の
も
の
を
生
き
る
。
」



62 

（
g
一∞
N
）
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
示
す
ご
と
く
、
そ
も
そ
も
「
入
門
」
が
パ

ウ
ロ
書
簡
に
基
づ
き
再
臨
の
時
間
経
験
を
解
明
し
た
の
は
、
事
実
的
生

の
歴
史
性
を
詳
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

事
実
的
生
経
験
に
お
い
て
先
行
的
に
機
能
す
る
と
い
う
点
で
、
最
も
基

本
的
な
契
機
と
考
え
ら
れ
る
遂
行
意
味
、
こ
の
遂
行
意
味
の
変
様
と
し

て
再
臨
の
瞬
間
的
時
間
経
験
を
析
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ

ガ

l
は
他
な
ら
ぬ
一
目
的
な
、
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
を
具
体

的
に
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
〈
一
〉
冒
頭
に
て
確
認

し
た
よ
う
に
、
「
入
門
」
に
お
い
て
は
「
事
実
的
」
と
い
う
概
念
は
「
歴

史
的
」
と
い
う
概
念
か
ら
理
解
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
絶
対
的

に
歴
史
的
な
も
の
と
さ
れ
た
事
実
的
生
経
験
の
根
源
性
を
、
絶
対
的
な

反
復
不
可
能
性
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
点
で
再
臨
の
時
間
経
験
は
、
事
実
的
生
の
具
体
的
経
験

と
し
て
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
を
確
証
す
る
も
の
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
実
存
と
歴
史
の
結
び
つ
き
〉

我
々
が
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
「
入
門
」
で
は
、
実
存
と

歴
史
が
不
可
分
な
仕
方
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
の
再
臨
の
経
験
を
通
じ
て
ま
た
確
認
し
た
よ
う
に
、
反
復
不
可

能
性
と
し
て
の
歴
史
は
、
事
実
的
生
経
験
が
、
一
定
性
の
経
験
で
あ
る

転
落
傾
向
に
抗
し
て
、
そ
の
都
度
一
回
的
な
実
存
を
、
そ
の
不
安
定
さ

を
生
き
る
こ
と
に
よ
り
現
実
化
す
る
。
で
は
『
存
在
と
時
間
』
で
も
、

実
存
と
歴
史
は
不
可
分
な
仕
方
で
考
察
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
明
ら
か
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
、
少
な
く
と
も
『
存
在
と
時
間
』
で
も
、
転
落
傾
向
に
抗
し
て
そ

の
都
度
一
回
的
な
実
存
を
実
現
す
る
と
い
う
動
向
は
明
瞭
に
見
て
取
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
動
向
に
着
目
し
つ
つ
、
実
存
と
歴
史
の
結

び
つ
き
が
『
存
在
と
時
間
』
で
も
看
取
可
能
か
ど
う
か
順
に
考
察
す
る
口

「
入
門
」
に
て
実
存
は
、
一
回
的
で
固
有
な
状
況
了
解
で
あ
る
遂
行

意
味
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
遂
行
意
味
は
経
験
の
仕
方
を
表

す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
『
存
在
と
時
間
』
で
も
実
存
は
そ
の
都

度
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
或
る
可
能
な
仕
方
を
存
在
す
る

事
と
さ
れ
る
。
「
現
存
在
の
《
本
質
》
は
、
そ
の
実
存
に
存
す
る
。
こ

の
存
在
者
に
即
し
て
明
一
不
可
能
な
性
格
は
、
（
：
・
）
そ
の
都
度
現
存
在

に
可
能
な
仕
方
を
存
在
す
る
事
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
の
み
で
あ
る
。
」

（∞門中
N
）
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
実
存
は
そ
の
都
度
一
回
的
な
存
在
様

態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
そ
の
都
度
的
存

在
様
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
実
存
を
尺
度
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々

は
『
存
在
と
時
間
』
の
考
察
展
開
が
一
定
性
の
事
態
で
あ
る
有
音
山
義
性

と
し
て
の
類
落
（
H
転
落
傾
向
）
の
事
態
に
抗
し
て
、
そ
の
都
度
的
な

不
安
定
さ
を
、
無
音
笠
玉
我
性
と
し
て
の
不
安
と
い
う
事
態
に
お
い
て
獲
得

し
、
実
存
を
実
現
し
て
行
く
と
い
う
動
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
と

考
え
ら
れ
る
。
先
ず
有
意
義
性
の
事
態
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

現
存
在
が
存
在
す
る
世
界
を
、
有
意
義
性
と
い
う
存
在
了
解
と
し
て

最
終
的
に
析
出
す
る
〈
世
界
性
の
分
析
〉
で
は
、
配
慮
と
い
う
存
在
様

態
に
即
し
て
考
察
が
展
開
さ
れ
る
（
∞
N
一
怠
円
）
。
配
慮
は
、
道
具
的
存

在
者
へ
の
超
越
性
格
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
存
在
が
差
当

た
り
大
抵
の
日
常
、
即
ち
「
事
実
性
（

F
E
E
S同）」（∞
N
泊
。
）
に
お

い
て
道
具
的
存
在
者
（
手
元
的
な
も
の
）
を
使
用
し
つ
つ
存
在
す
る
が
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ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
配
慮
と
い
う
日
常
的
存
在
様
態
に
お
い
て
、
道
具

と
し
て
の
手
元
的
な
も
の
を
使
用
す
る
と
き
に
は
、
道
具
の
指
示
連
闘

が
機
能
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
指
示
連
関
は
、
現
存
在
が
個
別
的
な

道
具
と
際
会
し
な
い
と
き
に
も
機
能
す
る
点
で
、
手
元
的
な
も
の
に
先

立
つ
先
行
構
造
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
先
行
的
指
示
連
関
は
、
現
存
在

自
身
の
存
在
可
能
に
そ
の
究
極
的
帰
趨
（
君
。
E
B
E
3
r
D）
を
有
す
る

が
ゆ
え
に
、
現
存
在
が
存
在
了
解
を
通
じ
て
、
自
ら
の
存
在
可
能
と
い

う
究
極
的
帰
趨
か
ら
予
め
指
示
を
与
え
、
各
々
の
手
元
的
な
も
の
に
適

所
を
授
け
る
存
在
論
的
構
造
で
あ
る
。
即
ち
、
手
元
的
な
も
の
（
日
世

界
内
部
的
存
在
者
）
に
適
所
を
授
け
る
指
示
連
関
は
、
現
存
在
の
存
在

了
解
と
し
て
手
元
的
な
も
の
に
先
行
し
て
機
能
す
る
存
在
論
的
構
造
で

あ
り
、
こ
の
存
在
論
的
構
造
が
世
界
内
部
的
存
在
者
を
出
会
わ
せ
る
場

（
君
。
江
口
）
で
あ
る
世
界
を
形
成
す
る
事
と
な
る
。
現
存
在
は
、
世
界
内

部
的
存
在
者
の
場
を
な
す
超
越
構
造
と
し
て
の
世
界
を
、
自
身
の
存
在

了
解
を
通
じ
て
開
示
し
て
お
り
、
こ
の
超
越
的
世
界
を
な
す
存
在
論
的

構
造
が
、
「
指
示
（
回

a
o
E
g）
」
の
連
関
で
あ
る
有
意
義
性

（回

a
gム円

S
E
r－
同
）
と
し
て
〈
世
界
性
の
分
析
〉
で
は
最
終
的
に
規
定

さ
れ
る
。

し
か
し
陸
自
す
べ
き
は
、
『
存
在
と
時
間
』
二
年
後
の
論
文
「
根
拠

の
本
質
に
つ
い
て
」
で
ハ
イ
デ
ガ

l
が
注
記
す
る
様
に
、
配
慮
と
い
う

現
存
在
の
世
界
内
部
的
存
在
者
へ
の
超
越
性
格
に
基
づ
い
た
〈
世
界
性

の
分
析
〉
は
、
「
世
界
現
象
の
最
初
の
特
性
描
写
」
（
凸
〉
P
5印
）
に
過

ぎ
ず
、
「
従
属
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
し
か
な
い
」
（
凸
〉
記
印
伊
〉
回
忌
印
）

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
存
在
と
時
間
』
で
も
確

認
可
能
で
あ
る
。
配
慮
と
い
う
超
越
性
格
は
、
そ
も
そ
も
事
実
性
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（
E
E益
段
）
に
お
け
る
差
当
た
り
大
抵
の
日
常
的
存
在
様
態
で
あ
っ

た（∞
N
一8
5
が
、
こ
の
事
実
性
に
つ
い
て
以
下
の
様
に
言
わ
れ
る
。
「
事

実
性
（

F
E
E
S
H）
と
い
う
概
念
は
、
或
る
《
世
界
内
部
的
V

存
在
者

〔

H

現
存
在
〕
が
以
下
の
よ
う
に
世
界
内
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
含

ん
で
い
る
。
こ
の
存
在
者
［
H
現
存
在
］
は
そ
の
《
運
命
》
に
お
い
て
、

自
ら
の
固
有
な
世
界
の
内
部
で
現
存
在
に
出
会
う
存
在
者
［
リ
手
元
的

な
も
の
］
の
存
在
［
リ
有
意
義
性
］
に
囚
わ
れ
て
い
る
（
話
吾
ち
2
）

と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
で
あ
る
。
」

（
∞
門
忠
）
既
に
我
々
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
配
慮
と
い
う
事
実
的
な
存

在
様
態
に
お
い
て
は
、
手
元
的
な
も
の
と
の
出
会
い
に
際
し
て
、
究
極

的
に
は
現
存
在
自
身
の
存
在
可
能
に
帰
す
指
示
連
関
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

有
意
義
性
と
し
て
の
存
在
論
的
構
造
が
機
能
し
て
い
た
が
、
こ
の
存
在

了
解
は
、
手
元
的
な
も
の
と
い
う
世
界
内
部
的
存
在
者
の
存
在
に
他
な

ら
ず
、
こ
の
存
在
了
解
に
現
存
在
は
、
「
運
命
」
と
し
て
抗
し
が
た
く
「
囚

わ
れ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
存
在
の

世
界
内
部
的
存
在
者
へ
の
（
『
存
在
と
時
間
』
第
十
四
節
の
表
現
に
従

う
な
ら
ば
《
世
界
》
（
∞
N
訪
日
）
へ
の
）
転
落
傾
向
に
他
な
ら
ず
、
本
来

は
己
自
身
に
即
し
て
了
解
さ
れ
る
べ
き
現
存
在
の
自
己
了
解
が
、
《
世

界
》
か
ら
な
さ
れ
る
、
迂
回
的
自
己
了
解
の
事
態
で
あ
る
。
「
現
存
在

が
自
ら
に
属
す
存
在
様
式
に
従
っ
て
持
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
自
ら

が
本
質
上
絶
え
ず
差
当
た
り
関
わ
り
合
っ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
存
在
者

の
方
か
ら
、
即
ち
《
世
界
》
の
方
か
ら
、
自
己
固
有
の
存
在
を
理
解
し

て
い
る
と
い
う
傾
向
で
あ
る
」
（
∞
門
店
）
。
そ
し
て
か
く
《
世
界
》
か

ら
自
己
了
解
す
る
有
意
義
性
の
事
態
こ
そ
は
類
落
と
し
て
、
不
安
と
い

う
根
本
経
験
が
そ
こ
か
ら
離
脱
を
企
て
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
「
不
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安
は
（
：
・
）
現
存
在
か
ら
、
（
：
・
）
額
落
し
つ
つ
《
世
界
》
か
ら
自
ら

を
理
解
す
る
と
い
う
可
能
性
を
奪
い
去
る
」
（
∞
N
A
∞
吋
）
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
不
安
と
は
世
界
内
存
在
た
る
現
存
在
が
「
世
界
そ
の
も
の
」

（
∞
門
店
吋
）
を
開
示
す
る
事
態
で
あ
る
。
〈
世
界
性
の
分
析
〉
に
て
析
出

さ
れ
る
有
意
義
性
と
し
て
の
世
界
は
、
類
落
的
事
態
と
し
て
限
界
づ
け

ら
れ
た
世
界
現
象
に
過
ぎ
ず
、
『
存
在
と
時
間
』
は
、
こ
の
限
定
的
事

態
に
抗
し
て
世
界
そ
の
も
の
を
不
安
と
い
う
不
安
定
さ
の
事
態
に
お
い

て
獲
得
す
る
と
い
う
分
析
動
向
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
は
「
入
門
」
と
同
じ
く
、
類
落
（
転

落
傾
向
）
に
抗
し
て
不
安
定
さ
を
獲
得
す
る
動
向
を
持
つ
も
の
で
あ
る

が
、
我
々
は
ま
た
「
入
門
」
で
の
有
意
義
性
の
事
態
を
理
解
す
る
際
、

こ
の
事
態
を
、
二
疋
性
・
固
定
性
の
事
態
、
即
ち
反
復
可
能
性
の
事
態

と
し
て
考
察
し
て
い
た
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
有
意
義
性
の
事

態
も
「
入
門
」
と
同
じ
く
反
復
可
能
性
の
事
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
〈
慣
れ
親
し
み
〉
に
着
目

す
る
こ
と
で
可
能
と
な
る
。

先
に
〈
世
界
性
の
分
析
〉
の
考
察
を
再
構
成
し
た
際
に
確
認
し
た
の

は
、
世
界
内
部
的
存
在
者
と
の
出
会
い
を
、
出
会
い
に
際
し
て
い
つ
も

先
行
的
に
開
示
さ
れ
て
い
る
指
示
連
関
と
し
て
の
世
界
が
可
能
に
し
て

い
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
了
解
を
通
じ

た
世
界
の
先
行
的
開
示
に
関
し
て
、
指
示
連
関
た
る
世
界
の
既
知
性
格
、

即
ち
「
世
界
と
の
慣
れ
親
し
み
（
君
。
－
守

2
5豆
町
立
件
）
」
（
∞
N
出
合
）
が
同

時
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
現
存
在
は
、
現
存
在
が
（
：
・
）
自

ら
を
そ
の
都
度
既
に
理
解
し
て
い
る
場
（
君
。
ユ
ロ
）
［
H

世
界
］
と
根
源

的
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
」
（
∞
N
泊
。
）
。
先
行
的
世
界
開
示
に
と
り
、

既
知
性
格
が
何
ら
か
決
定
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
は
ま
た
、
〈
慣
れ
親

し
み
〉
と
の
関
連
で
、
く
し
く
も
『
存
在
と
時
間
』
第
三
一
十
一
節
を
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
参
照
指
示
す
る
こ
と
（
∞
N
・
∞
吋
）
か
ら
も
伺
え
る
。
第

三
十
一
節
冒
頭
で
ま
ず
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
、
了
解
に
よ
る
世
界
開

示
が
自
由
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
了
解
が
情
態
性
と
等
根
源
的

だ
と
い
う
こ
と
（
∞
N
L
A
N
）
で
あ
っ
た
。
情
態
性
と
は
、
現
存
在
の
被

投
的
契
機
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
現
存
在
は
自
身
が
既
に
存
在
し
て
い

る
事
態
に
基
づ
い
て
の
み
、
そ
の
都
度
自
身
の
存
在
可
能
性
を
投
企
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
指
示
連
関
と
し
て
の
世
界
の
先
行

的
開
示
に
関
連
し
て
、
こ
の
先
行
的
世
界
と
の
〈
慣
れ
親
し
み
〉
が
強

調
さ
れ
る
こ
と
は
即
ち
、
存
在
了
解
を
通
じ
た
存
在
論
的
構
造
で
あ
り
、

究
極
的
に
は
存
在
可
能
に
帰
す
と
こ
ろ
の
、
指
示
連
関
と
し
て
の
世
界

開
示
が
、
そ
れ
ま
で
に
現
存
在
に
慣
れ
親
し
ま
れ
た
、
何
為
り
か
既
知
の

指
一
不
連
関
に
よ
り
可
能
と
な
つ
て
い
る
と
い
、
つ
事
を
音

こ
の
こ
と
は
例
、
え
ば
二
百
年
前
の
日
本
で
は
、
〈
食
事
を
口
に
運
ぶ
た

め
の
〉
道
具
、
で
あ
る
、
ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー
ク
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
ま
た
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
ナ
イ

フ
・
フ
ォ
ー
ク
と
出
会
う
た
め
に
は
料
理
皿
や
、
食
卓
、
椅
子
、
食
器

棚
、
壁
、
食
事
部
屋
な
ど
と
い
っ
た
道
具
全
体
の
指
示
連
関
が
我
々
に

と
り
予
め
既
知
の
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
用
い
、
我
々
の
生
を

営
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
翻
っ
て
今
日
、
ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー
ク
と

い
う
世
界
内
部
的
存
在
者
と
出
会
い
、
そ
の
使
用
に
格
別
の
不
自
由
を

感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
西
洋
の
生
活
様
式
を
取
り
入
れ
、

上
述
の
指
示
連
関
に
慣
れ
親
し
み
、
そ
の
よ
う
に
し
て
指
示
連
関
た
る

世
界
の
先
行
的
開
示
を
可
能
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
考
え
ら
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れ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
は
指
示
連
関
を
巡
る
或
る
反
復
的
事
態
が
存

す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
或
る
世
界
内
部
的
存
在
者
（
ナ
イ
フ
・

フ
ォ
ー
ク
）
と
出
会
う
た
め
に
は
、
そ
の
都
度
先
行
的
に
指
示
連
関
た

る
世
界
が
開
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
先
行
的
世
界

開
示
は
、
そ
れ
ま
で
に
既
に
我
々
が
そ
の
存
在
者
（
ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー

ク
）
と
出
会
い
、
使
用
し
た
と
い
う
経
験
に
、
そ
し
て
こ
の
際
既
に
了

解
さ
れ
て
い
た
指
示
連
関
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
了

解
は
、
連
関
の
内
に
慣
れ
親
し
ま
れ
て
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
連
関
を
、
そ
の
中
で
了
解
の
指
示
が
動
く
場
（
君
。
ユ
ロ
）
［
H

世
界
］
と
し
て
、
自
ら
に
先
だ
っ
て
（
さ
己
保
持
す
る
」
（
凶
N
一∞吋）。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
存
在
了
解
が
、
そ
の
都
度
の
開
示
に
際

し
て
予
め
指
示
連
関
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
内
部
的

存
在
者
を
出
会
わ
し
め
る
、
指
示
連
関
と
し
て
の
世
界
の
先
行
的
開
示

が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ま
れ
た
指

示
連
関
が
既
知
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
都
度
の
了
解
は
存
在
可
能
と

い
う
究
極
的
帰
趨
か
ら
自
ら
を
指
示
す
る
こ
と
で
指
示
連
関
を
機
能
さ

せ
、
手
元
的
な
も
の
と
出
会
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
「
了
解
は

こ
の
［
先
だ
っ
て
保
持
さ
れ
た
］
連
関
そ
れ
自
身
の
内
で
、
そ
し
て
ま

た
こ
の
連
関
そ
れ
自
身
か
ら
、
自
ら
を
指
示
す
る
」
（
∞
N
一∞吋）。

か
よ
う
に
し
て
指
示
連
関
と
し
て
の
世
界
開
示
が
予
め
慣
れ
親
し
ま

れ
た
指
示
連
関
に
よ
り
再
び
可
能
に
な
る
こ
と
は
、
手
元
的
な
も
の
と

出
会
う
日
常
的
あ
り
方
に
お
い
て
、
指
示
連
闘
が
反
復
的
事
態
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
世
界
内
部
的
存
在
者
と
出
会
い
つ
つ
営
ま
れ
る
日

常
的
生
が
、
慣
れ
親
し
ま
れ
た
世
界
を
そ
の
都
度
反
復
的
に
開
示
す
る

こ
と
に
よ
り
可
能
と
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
現
存
在
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が
指
示
連
関
と
し
て
の
既
知
的
世
界
に
謂
わ
ば
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
「
世
界
性
の
構
造
、
有
意
義
性
は
（
・
：
）
現
存
在
の
存

在
可
能
、
即
ち
現
存
在
が
実
存
す
る
と
こ
ろ
の
［
指
示
連
関
の
］
究
極

帰
趨
（
君
。
B
E
g

－－
］
g
）
に
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
不
さ
れ
た
の
で

あ
る
」
（
∞
門
出
品
）
。
先
に
言
及
し
た
世
界
内
部
的
存
在
者
の
存
在
へ
の

「
囚
わ
れ
」
の
事
態
と
は
、
存
在
了
解
を
通
じ
て
反
復
的
に
開
示
さ
れ

る
世
界
へ
の
「
囚
わ
れ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

さ
て
先
に
我
々
は
、
『
存
在
と
時
間
』
で
は
実
存
が
「
そ
の
都
度
現

存
在
に
可
能
な
仕
方
を
存
在
す
る
こ
と
」
、
即
ち
一
回
的
な
存
在
様
態

を
意
味
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
配
慮
と
い
う
存
在
様
態
に
お
け
る

現
存
在
は
、
反
復
的
世
界
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
そ
の
都
度

的
・
一
図
的
な
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
実
存
を
実
現
し
て
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
実
存
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
既
に
確
認
し

た
よ
う
に
、
現
存
在
が
、
「
囚
わ
れ
」
の
事
態
で
あ
り
、
《
世
界
》
（
H

世
界
内
部
的
存
在
者
）
か
ら
自
己
了
解
す
る
類
落
か
ら
離
反
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
類
落
か
ら
の
離
反
を
可
能
に
す
る
事
態
と
は
つ
ま
り

不
安
と
い
う
根
本
情
態
性
を
意
味
す
る
が
、
で
は
不
安
は
、
反
復
可
能

性
と
し
て
の
世
界
を
成
立
さ
せ
て
い
た
指
示
連
関
の
既
知
性
、
指
示
連

関
と
の
〈
慣
れ
親
し
み
〉
と
の
関
連
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

〈
世
界
性
の
分
析
〉
で
は
世
界
が
反
復
的
に
開
示
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
「
囚
わ
れ
」
の
事
態
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
確
認
し
た
が
、
こ
の

際
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
指
示
連
関
が
既
知
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
完
全
な
無
意
義
性
と
い
う
性
格
を
持
つ
世

界
」
（
∞
N
L
∞
⑦
）
と
し
て
記
述
さ
れ
る
不
安
に
お
い
て
は
、
有
意
義
性
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と
し
て
の
指
示
連
関
が
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
不
安
の
分
析
（
「
存
在
と
時
間
』
第
四
十
節
）
に
お
い
て

不
安
（
〉
昌
三
）
が
、
そ
れ
と
通
常
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
怖
れ
（
2
2
E）

と
い
う
情
態
性
と
比
較
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
表
れ
る
。
怖
れ
に
お
い
て

は
、
怖
れ
と
い
う
気
分
的
情
態
性
の
世
界
開
示
を
通
じ
て
、
怖
ろ
し
い

も
の
と
い
う
存
在
者
が
出
会
わ
れ
る
。
即
ち
、
怖
ろ
し
い
も
の
と
い
う

内
世
界
的
存
在
者
は
、
気
分
に
よ
り
開
示
さ
れ
た
指
示
連
関
を
通
じ
て
、

特
定
の
適
所
を
得
た
存
在
者
と
し
て
出
会
う
。

こ
れ
に
対
し
て
不
安
に
お
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
l
に
拠
れ
ば
、
こ
の

情
態
性
を
通
じ
て
何
か
或
る
特
定
の
不
安
な
も
の
が
内
世
界
的
存
在
者

と
し
て
出
会
わ
れ
て
来
る
の
で
は
な
い
。
「
不
安
が
面
す
る
も
の
は
完

全
に
無
規
定
的
」
（
∞
門

5
5
で
あ
り
、
「
こ
の
無
規
定
性
に
お
い
て
は

・
：
そ
も
そ
も
内
世
界
的
存
在
者
は
重
要
で
は
な
い
」
（

o
E・
）
。
そ
れ
ゆ

え
こ
の
様
に
無
規
定
性
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
不
安
に
お
い
て
は
、

適
所
を
得
さ
せ
る
こ
と
で
内
世
界
的
存
在
者
に
規
定
性
を
与
え
て
い
た

指
示
連
関
が
最
早
機
能
し
て
い
な
い
。
「
〔
指
示
連
関
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〕

適
所
全
体
性
は
崩
れ
落
ち
る
」
（

o
E・
）
。
不
安
が
面
す
る
も
の
の
無
規

定
性
と
は
、
そ
れ
ま
で
機
能
し
て
い
た
指
示
連
関
の
崩
壊
に
よ
り
露
呈

し
た
事
態
が
持
つ
無
規
定
性
で
あ
る
。
こ
の
無
規
定
性
の
事
態
は
、
有

音な
も
の
の
無
音
品
義
性
（
己
－
。
巴
ロ
σ。巳
2
g
E｝円。－門仏。吋－
B
。ヨ。－丹－』の
F
。コ）
」

（∞
N
一
－
∞
吋
）
で
あ
り
、
手
元
的
な
存
在
者
が
「
桁
世
…
い
」
こ
と
を
音
叫
味
す
る

O

だ
が
、
こ
の
内
世
界
的
存
在
者
の
〈
無
〉
は
端
的
な
無
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
く
、
現
存
在
は
ま
さ
に
こ
の
無
を
、
そ
れ
で
も
何
ら
か
経
験

し
て
い
る
。
不
安
と
い
う
気
分
に
お
い
て
世
界
内
存
在
た
る
現
存
在
は

な
お
、
世
界
を
〈
存
在
し
て
い
る
〉
。
従
っ
て
、
「
手
元
性
の
無
は
根
源

的
な
《
何
か
》
、
即
ち
世
界
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
与
を
と
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
無
意
義
性
の
事
態
に
お
い
て
、
有
意
義
性
と
し
て
の
世
界
に
先
行

す
る
「
世
界
そ
の
も
の
」
（

O
E－
－
世
界
内
存
在
た
る
現
存
在
が
存
在

す
る
と
こ
ろ
の
現
と
し
て
の
世
界
開
示
そ
の
も
の
が
経
験
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
不
安
に
お
い
て
は
世
界
そ
の
も
の
が
開
示
さ
れ
て
お

り
、
有
意
義
性
が
も
は
や
機
能
し
て
い
な
い
。
有
意
義
性
と
し
て
の
日

常
的
世
界
に
お
い
て
は
、
指
示
連
闘
が
既
知
の
も
の
と
し
て
慣
れ
親
し

ま
れ
る
こ
と
で
反
復
的
世
界
が
開
示
さ
れ
て
い
た
が
、
無
意
義
性
の
事

態
で
あ
る
不
安
に
お
い
て
は
、
「
日
常
的
な
慣
れ
親
し
み
は
砕
け
散
る
」

（
∞
門
店
。
）
。
我
々
は
先
に
、
慣
れ
親
し
み
に
よ
る
、
有
意
義
性
と
し
て

の
反
復
的
世
界
開
示
が
、
《
世
界
》
（
H
内
世
界
的
存
在
者
）
か
ら
の
迂

回
的
自
己
了
解
と
し
て
、
額
落
を
表
す
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
し
か
し

「
不
安
は
（
・
：
）
現
存
在
を
そ
の
類
落
的
《
世
界
》
へ
の
没
入
か
ら
連

れ
戻
す
」
（
∞
N
L
∞
叩
）
。
こ
の
《
世
界
》
へ
の
頚
落
は
、
内
世
界
的
存
在

者
の
存
在
へ
の
「
囚
わ
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
ま
た
我
々
は
確
認
し
た
が
、

指
示
連
関
が
機
能
し
な
い
無
意
義
性
と
し
て
の
不
安
に
お
い
て
は
、
現

存
在
は
、
内
世
界
的
存
在
者
の
存
在
へ
の
こ
の
「
囚
わ
れ
」
か
ら
解
放

さ
れ
る
。
「
不
安
に
お
い
て
は
、
現
存
在
が
差
当
た
り
大
抵
そ
こ
に
固

着
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
内
世
界
的
存
在
者
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
そ
の
都
度
私
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
の
根
本
可
能
性
が
、
こ

の
根
本
可
能
性
に
即
し
て
自
ら
を
示
す
」
（
∞
門

5
H）
。
内
世
界
的
存
在

者
（
H

《
世
界
》
）
へ
の
頚
落
に
お
い
て
は
、
反
復
的
世
界
が
開
示
さ

れ
て
い
た
が
、
不
安
に
お
い
て
は
こ
の
内
世
界
的
存
在
者
へ
と
額
落
す



前期ハイデガーにおける実存と歴史

る
こ
と
な
く
、
即
ち
こ
の
内
世
界
的
存
在
者
か
ら
迂
回
的
に
自
己
了
解

す
る
こ
と
な
く
、
現
存
在
自
身
に
即
し
た
自
己
了
解
が
、
「
そ
の
都
度

私
の
も
の
と
し
て
」
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。
不
安
に
お
い
て
か
く
一
回

的
で
固
有
な
実
存
を
遂
行
す
る
世
界
内
存
在
た
る
現
存
在
は
、
慣
れ
親

し
み
に
よ
る
反
復
的
世
界
へ
の
類
落
に
抗
し
て
、
反
復
不
可
能
性
と
し

て
の
世
界
そ
の
も
の
を
実
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
主
に
『
存
在
と
時
間
』
第

七
十
四
節
「
歴
史
性
の
根
本
機
構
」
に
て
現
存
在
の
本
来
的
歴
史
性
を

構
成
す
る
本
質
契
機
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
る
「
反
復
」
と
、
不
安

に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
世
界
そ
の
も
の
を
実
存
す
る
、
現
存
在
の
反
復

不
可
能
性
の
連
関
で
あ
ろ
う
。
「
反
復
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
明

確
な
伝
承
、
つ
ま
り
か
つ
て
現
存
在
し
て
い
た
現
存
在
の
可
能
性
へ
の

遡
行
」
（
∞
円
お
印
）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
極

く
概
略
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
反
復
」
と
は
一
図
的
で
固
有
な
実
存

を
通
じ
た
、
即
ち
実
存
の
反
復
不
可
能
性
を
通
じ
た
「
過
去
」
の
伝
承

を
意
味
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
、
本
来
的
歴
史
性
と

し
て
の
「
反
復
」
が
過
去
に
在
っ
た
も
の
の
単
な
る
繰
り
返
し
で
は
な

い
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
（
∞
N
ゐ
∞
日
）
、
ま
た
こ
の
本
来
的
歴
史
性
は
覚

悟
性
を
通
じ
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
覚
悟
性
が
、
既
に
議

論
し
た
一
回
的
な
実
存
を
可
能
に
す
る
不
安
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
何
よ
り
も
覚
悟
性
を
通
じ
て
可
能
に
な
る
こ
の
「
反
復
」
を
、

ハ
イ
デ
ガ

l
が
瞬
間
的
（
g
m
S
E
R
E
－S）
と
規
定
す
る
（
∞
門
民
日
）

こ
と
か
ら
伺
い
知
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
反
復
不
可
能
性
を
そ
の
契
機
と

し
て
必
要
と
す
る
と
い
う
点
で
、
本
来
的
歴
史
性
を
可
能
に
す
る
「
反

復
」
は
、
我
々
が
〈
世
界
性
の
分
析
〉
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
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し
た
配
慮
的
様
態
に
お
け
る
反
復
的
世
界
開
示
と
は
全
く
異
な
る
事
態

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
い

が
、
本
来
的
歴
史
性
と
し
て
の
「
反
復
」
と
は
、
現
代
を
生
き
る
現
存

在
が
反
復
不
可
能
性
を
実
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
時
代
の
反

復
不
可
能
性
を
そ
れ
へ
と
与
え
返
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
過
去
の
営
み
を

現
在
に
お
い
て
自
ら
繰
り
返
す
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と

考
え
ら
れ
る
。〈

結
び
に
代
え
て
〉

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
我
々
は
、
世
界
概
念
に
着
目
す
る
こ
と

で
、
反
復
可
能
性
と
し
て
の
限
定
的
世
界
か
ら
反
復
不
可
能
性
と
し
て

の
世
界
そ
の
も
の
へ
と
い
う
考
察
展
開
を
『
存
在
と
時
間
』
が
持
ち
、

こ
れ
が
そ
の
都
度
的
な
存
在
様
態
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
実
存
を
実

現
し
て
い
く
動
向
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
「
入
門
」

を
考
察
し
た
際
に
ま
た
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
か
よ
う
な
一
回
的
実
存

の
実
現
が
、
反
復
不
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
の
実
現
を
意
味
し
実
存
と

歴
史
が
不
可
分
な
結
び
つ
き
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
実
存
と
歴
史
の
不
可
分
な
結
び

つ
き
を
我
々
は
い
ま
だ
確
証
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
実
は
我
々
は
、
『
存

在
と
時
間
』
が
持
つ
隠
さ
れ
た
歴
史
考
察
の
意
図
を
呈
一
不
可
能
な
「
と

ば
口
」
に
立
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
『
存
在
と
時
間
』
に
は
以
下
の

よ
う
な
記
述
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
存
在
論
と
そ
の
歴

史
と
は
、
様
々
の
系
統
や
粁
余
曲
折
を
貫
い
て
今
日
で
も
ま
だ
哲
学
の

概
念
性
を
規
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、
現
存
在
が
己
自
身
と

存
在
一
般
と
を
〔
内
世
界
的
存
在
者
と
し
て
の
〕
《
世
界
》
の
方
か
ら
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理
解
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
」
（
∞
N
h
E
）
。
こ
こ
か
ら
伺
え
る

の
は
、
我
々
が
《
世
界
》
へ
の
頚
落
の
事
態
或
い
は
内
世
界
的
存
在
者

へ
の
「
囚
わ
れ
」
と
し
て
考
察
し
て
き
た
事
態
、
即
ち
反
復
的
世
界
開

示
の
事
態
が
、
実
は
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
論
の
伝
統
へ
の
類
落
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
l
が

『
存
在
と
時
間
』
に
て
反
復
的
世
界
か
ら
非
反
復
的
世
界
へ
と
い
う
形

で
考
察
を
展
開
す
る
と
き
、
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
論
の
伝
統
の
克
服
を
同

時
に
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
試
み
は
、

前
期
ハ
イ
デ
ガ

l
の
主
要
主
題
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
的
被
制
作
的
存
在
理

解
の
克
服
と
い
う
問
題
群
へ
と
導
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
『
存
在
と

時
間
』
が
持
つ
こ
の
音

い
う
こ
と
を
一
つ
の
成
果
と
し
て
本
稿
を
締
め
括
る
こ
と
と
し
た
い

O

｛註】（l
）
本
論
は

N
0
5
年
度
関
西
哲
学
会
大
会
で
「
「
宗
教
現
象
学
入
門
」

に
お
け
る
遂
行
史
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
当

日
の
質
疑
や
そ
の
後
の
検
討
を
加
え
て
、
表
記
の
論
題
に
変
更
し
て

執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
質
問
ご
批
判
を
い
た
だ
い
た
方
に
こ
こ

で
感
謝
・
申
し
上
げ
る
。

（2
）
頚
落
（
〈
R
E
－g）
と
は
『
存
在
と
時
間
』
で
は
、
現
存
在
が
、

自
分
自
身
と
は
異
な
る
非
現
存
在
的
な
存
在
者
か
ら
迂
図
的
に
自
己

了
解
す
る
「
自
己
喪
失
的
」
事
態
を
表
す
が
、
ハ
イ
デ
ガ
！
の
諸
著

作
に
お
い
て
転
落
傾
向
（
任
。
与
を
一

g
号

U
E
g
N）
或
い
は
墜
下

（刃包ロ
S
N）
と
呼
ば
れ
る
事
態
も
同
様
の
い
わ
ば
「
も
の
」
へ
の
自
己

喪
失
的
事
態
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

（3
）
生
の
経
験
が
、
そ
の
都
度
不
安
定
な
流
動
す
る
状
況
を
生
き
る

こ
と
に
つ
い
て
は

5
5
a
N
C
年
冬
学
期
講
義
「
現
象
学
の
根
本
問
題
』

を
参
照
の
こ
と
。
「
生
世
界
の
出
来
事
は
、
常
に
自
己
の
状
況
に
出
会

わ
れ
る
。
生
世
界
は
、
自
己
世
界
の
そ
の
都
度
の
状
況
の
中
で
（
：
）

現
出
す
る
。
自
己
世
界
の
こ
の
不
安
定
な
流
動
す
る
状
態
性
が
、
状

況
性
格
と
し
て
常
に
生
世
界
の
「
何
ら
か
の
仕
方
」
を
規
定
す
る
。
」

（凸〉忠
w
h
N
）

（4
）
固
有
な
状
況
が
こ
の
よ
う
に
そ
の
都
度
反
復
不
可
能
な
も
の
で

あ
る
こ
と
は

5
5
年
夏
学
期
講
義
「
大
学
と
学
術
研
究
の
本
質
に
つ

い
て
」
（
凸
〉
忠
＼
勾
）
を
参
照
の
こ
と
。
「
状
況
l

私
一
私
l

自
身
、
《
歴

史
的
な
私
》
は
、
《
生
経
験
》
の
機
能
で
あ
る
。
生
経
験
は
絶
え
ず
入

れ
替
わ
る
状
況
の
連
関
で
あ
る
」
（
。
〉
g
h
u－－
NC∞
）
。
或
い
は
ま
た
、

前
註
（
3
）
も
参
照
の
こ
と
。

（5
）
固
有
な
状
況
の
そ
の
都
度
性
が
、
有
意
義
性
を
生
き
る
転
落
傾

向
で
は
看
取
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
以
下
参
照
。
「
こ
の
こ
と
［
H
事
実

的
生
経
験
が
有
意
義
性
を
持
つ
こ
と
］
は
、
す
べ
て
の
事
実
的
に
経

験
さ
れ
た
こ
と
が
、
私
に
と
り
そ
の
都
度
、
私
に
と
っ
て
の
特
別
な

意
義
と
い
う
明
確
な
性
格
を
持
つ
か
の
ご
と
く
に
理
解
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
、
私
に
ー
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
明
確
な
形
で
は
、
ま
さ
に
欠
け
て
い
る
o
」
（
凸
〉
印
∞
一

5
印）

或
い
は
「
私
は
振
り
返
る
こ
と
な
く
、
次
の
こ
と
に
没
頭
し
て
生
き

て
い
て
、
た
っ
た
今
生
き
た
出
来
事
に
は
没
頭
し
な
い
、
或
い
は
、
た
っ

た
今
生
き
た
出
来
事
を
た
っ
た
今
生
き
た
出
来
事
と
し
て
知
つ
て
は

い
な
い
。
私
は
そ
の
都
度
の
状
況
に
没
頭
し
、
絶
え
間
の
な
い
状
況

の
継
起
に
、
し
か
も
、
状
況
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
も
の
に
没
頭
す

る
。
」
（
C
〉印∞一戸吋）

（6
）
「
彼
［
H

パ
ウ
ロ
］
は
《
し
か
じ
か
の
時
に
主
が
再
び
来
る
》
と

は
言
わ
な
い
」
（
。
〉
g
L
C
N円）



（7
）
「
再
臨
が
私
の
生
に
お
い
て
如
何
に
あ
る
か
は
、
生
の
遂
行
そ
れ

自
身
へ
と
遡
一
不
す
る
」
（
C
〉
g
L
C品）

（8
）

S
N
7
N
N
年
冬
学
期
講
義
と
同
じ
く
「
入
門
」
で
も
、
自
己
自
身

を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
（
盟
各
〈
R
E
5ロ
）
は
、
関
連
意
味
と
遂
行
意
味

の
二
重
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
入
門
」
で
ハ
イ
デ
ガ
l
は
「
事

実
的
な
生
に
お
い
て
己
が
出
会
う
も
の
へ
と
自
己
自
身
を
関
わ
ら
せ

る
（
盟
各
l

〈
R
E
P
S
N
C）
様
態
（
を
お
）
」
（
。
〉
g
L
C
ω
）
に
あ
る
人
々

を
、
「
こ
の
世
に
執
着
し
て
い
る
人
々
」
（
喜
三
、
即
ち
転
落
傾
向
を

生
き
る
人
々
と
規
定
す
る
。
転
落
傾
向
と
は
内
実
ー
関
連
意
味
の
相

関
関
係
を
生
き
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
意
味
で
当
引

用
箇
所
の
〈
l

へ
と
自
己
自
身
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
（
由
回
忌

g
F
E
B

NCa）
〉
は
、
遂
行
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
振
る
舞
う
こ
と
（
∞
－
n
F

5
5畠
g
）
〉
と
は
異
な
る
、
関
連
意
味
を
表
す
。

前期ハイデガーにおける実存と歴史
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