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こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
対
す
る
田
辺
先
生
の
批
判
を
通
じ
て
、
先
生
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
思
想
の
根
本
的
間
．
題
点
と

　
　
思
は
れ
る
事
柄
を
追
思
し
、
も
し
出
来
る
な
ら
ば
、
幾
ら
か
で
も
先
生
に
適
は
し
い
仕
方
で
先
生
を
追
憶
し
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
そ
の
根
本
的
問
題
点
は
《
弁
証
法
と
時
》
と
い
ふ
標
題
の
下
で
間
は
れ
得
る
と
思
は
れ
る
。
「
有
と
時
」
（
ω
Φ
ぎ
§
山
N
簿
）
と
い
ふ

　
　
こ
と
が
、
さ
う
い
ふ
標
題
を
附
せ
ら
れ
た
未
完
の
著
作
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
を
動
か
し
て
み
る
「
根
本
の
問
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
こ
と
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
る
に
、
「
有
と
時
」
は
彼
の
最
近
の
著
作
の
内
で
は
「
性
起
」
（
鱒
の
お
三
ω
）
と
し
て
そ
れ
自
身

　
　
を
現
し
て
来
る
が
故
に
、
　
「
時
」
の
問
題
は
「
有
」
の
そ
れ
と
共
に
、
　
「
触
発
」
と
い
ふ
こ
と
の
内
で
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
に
対
し
て
、
そ
の
内
で
田
辺
先
生
が
独
自
な
暫
学
的
立
場
を
初
め
て
見
出
さ
れ
た
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
」
　
（
一
九
三
二
年
）
以
来

　
　
最
後
の
著
作
「
マ
ラ
ル
メ
覚
書
」
（
一
九
六
一
年
）
に
至
る
ま
で
、
先
生
の
す
べ
て
の
思
索
は
一
貫
し
て
、
「
現
実
全
体
の
実
践
的
自
覚
」

　
　
の
理
法
と
し
て
の
「
弁
証
法
」
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
。
先
生
の
「
弁
証
法
し
は
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
対
決
さ
れ
た
時
期
、
ナ
シ
ョ

　
　
ナ
リ
ズ
ム
と
苦
闘
さ
れ
た
時
期
、
及
び
「
骸
字
書
と
し
て
の
哲
学
」
か
ら
「
死
の
哲
学
」
に
至
る
戦
後
の
時
期
に
於
て
夫
々
多
少
と
も
異

　
　
な
っ
た
性
格
を
示
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
絶
対
弁
証
法
」
、
「
種
の
論
理
の
弁
証
法
」
、
「
死
の
弁
証
法
」
等
々
の
如
き
特
色
づ
け
が
な
さ
れ

　
　
て
る
る
に
し
て
も
、
「
現
実
全
体
の
実
践
的
自
覚
し
の
内
に
そ
の
根
本
構
造
と
し
て
の
「
弁
証
法
」
の
根
源
的
所
在
を
認
め
る
思
想
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

45

@
「
へ
ー
ゲ
哲
学
と
弁
証
法
」
に
於
て
「
遂
に
実
践
の
自
覚
に
哲
学
の
絶
対
知
を
見
出
す
考
に
到
達
し
た
」
時
以
来
、
些
か
も
変
っ
て
は
み

6
　
　
　
　
　
　
弁
読
法
と
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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な
い
。
そ
れ
故
、
先
生
の
「
弁
証
法
」
は
「
現
実
全
体
の
実
践
的
自
覚
」
と
い
ふ
先
生
の
「
哲
学
の
立
…
場
篇
の
内
で
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
要
す
る
に
、
当
面
の
問
題
聯
関
の
内
で
は
「
弁
証
法
」
と
「
時
」
と
は
、
　
「
現
実
全
体
の
実
践
的
自
覚
」
と
い
ふ
先
生
の
哲
学

の
根
本
の
立
場
と
、
　
慣
何
が
有
る
か
く
す
な
わ
ち
有
の
本
質
〉
の
内
へ
の
観
入
し
（
田
コ
甑
”
o
障
冒
α
器
v
≦
節
巴
も
・
け
）
と
し
て
の
「
性
起
し
と

い
ふ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
根
本
の
立
場
と
の
内
に
、
夫
々
根
本
の
事
柄
と
し
て
属
し
て
み
る
。
そ
れ
敏
、
そ
の
両
者
を
問
題
に
す
る

こ
と
は
、
両
者
の
哲
学
の
根
本
的
立
場
そ
れ
自
身
を
も
問
題
に
す
る
こ
と
へ
導
い
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
周
知
の
如
く
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
有
と
時
」
以
来
一
貫
目
て
「
弁
証
法
」
を
彼
自
身
の
思
惟
の
方
法
と
す
る
こ
と
を
否
定

し
て
来
て
み
る
。
彼
は
、
　
「
弁
証
法
」
が
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
と
い
ふ
形
態
に
於
て
今
日
単
に
「
世
界
観
」
や
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
に
留
ま
ら
ず
「
一
つ
の
世
界
現
実
性
、
多
分
世
界
現
実
性
そ
の
も
の
」
（
Φ
貯
ρ
≦
亀
①
答
簿
象
⑦
を
⑦
犀
鼠
弊
一
8
算
①
ご
で
さ
へ
あ
る
こ

と
を
認
め
て
み
る
と
と
も
に
、
最
近
の
講
演
「
時
と
有
」
　
（
一
九
六
二
年
）
の
内
で
は
「
相
互
に
矛
贋
す
る
陳
述
を
上
か
ら
掴
み
か
か
る

統
一
に
依
っ
て
一
致
の
内
へ
と
定
立
せ
し
め
る
」
如
き
「
行
き
方
」
と
し
て
の
「
弁
証
法
」
が
「
時
」
と
「
有
〕
と
い
ふ
両
方
の
「
事
柄

と
両
者
間
の
事
態
と
を
回
避
す
る
道
」
と
し
て
「
或
る
一
つ
の
逃
げ
遵
」
（
①
口
髭
霧
≦
の
α
q
）
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
み
る
。
言
ひ
換
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
輩
下
」
す
な
わ
ち
「
窟
と
時
」
従
っ
て
亦
「
時
」
を
思
惟
す
る
母
港
、
「
弁
証
法
」
的
な
「
行
き
方
」
を
す
る
こ
と
は
、
「
事
柄
と
事
態
」

そ
れ
自
身
の
内
に
入
っ
て
行
く
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
収
拾
不
能
な
紛
糾
の
内
に
導
く
「
遣
り
損
ひ
」
に
過
ぎ
な
い

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
先
生
の
「
絶
対
弁
証
法
」
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
そ
の
他
の
種
々
な
る
問
題
と
と
も
に
「
時
問
」
と
7
永
遠
」
と

の
問
題
と
も
結
び
着
い
て
み
る
。
例
へ
ば
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
弁
証
法
」
の
内
で
は
、
次
の
如
く
に
書
は
れ
て
る
る
、
す
な
は
ち
「
行
為

に
於
て
は
過
去
の
歴
史
的
伝
統
を
地
盤
と
し
て
、
未
来
の
現
実
変
化
が
此
現
在
の
転
換
点
に
立
つ
個
体
の
目
的
論
的
反
省
の
方
向
に
惹
起

さ
れ
、
過
去
と
未
来
と
の
相
互
転
換
が
現
在
に
於
け
る
目
的
論
的
反
省
の
見
え
ざ
る
普
遍
に
媒
介
せ
ら
れ
、
永
遠
と
時
間
と
の
接
触
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
の
瞬
間
に
凡
て
の
個
別
性
が
絶
対
的
普
遍
の
内
に
於
け
る
統
一
に
入
る
」
と
。
同
じ
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
の
解
釈
に
関
し
て
次



　
　
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
み
る
、
す
な
は
ち
「
…
…
…
前
述
の
如
き
徹
底
せ
ら
れ
た
る
行
為
的
瞬
間
の
現
在
の
実
践
を
自
覚
す
る
の
が
哲
学
の

　
　
立
場
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
デ
ー
は
過
去
と
未
来
と
の
永
遠
を
媒
介
に
す
る
相
互
転
入
の
、
現
在
の
瞬
間
に
成
立
す
る
も
の
と
し
て

　
　
の
時
間
を
離
れ
て
存
立
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
斯
か
る
時
間
の
弁
証
法
的
形
式
を
充
た
す
、
歴
史
（
特
殊
）
と
行
為
（
個
別
）
と
の

　
　
絶
鮒
（
普
遍
）
に
媒
介
せ
ら
れ
た
る
動
的
統
一
と
し
て
の
精
神
の
自
覚
内
容
そ
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
本
来
時
間
的
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
時
間
に
於
け
る
実
現
を
離
れ
た
イ
デ
ー
な
る
も
の
は
抽
象
の
産
物
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
」
と
。
こ
の
時
期

　
　
に
於
け
る
先
生
の
「
弁
証
法
」
の
内
に
は
、
「
カ
ン
ト
の
目
的
論
」
（
一
九
二
四
年
）
以
来
の
「
自
覚
的
合
團
的
性
」
の
思
想
が
な
ほ
延
び

　
　
入
っ
て
み
る
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
死
の
哲
学
」
に
依
っ
て
全
く
払
拭
さ
れ
た
最
後
の
著
作
「
マ
ラ
ル
メ
覚
書
」
の
内
で
も
「
…
…

　
　
…
普
遍
、
特
殊
、
個
携
の
論
理
的
三
契
機
を
現
在
、
過
去
、
未
来
の
時
量
的
三
契
機
に
配
当
し
て
三
一
的
弁
証
法
の
媒
介
統
一
を
自
ら
実

　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
現
す
る
…
…
」
こ
と
が
語
ら
れ
、
「
時
間
こ
そ
弁
証
法
の
具
体
化
で
あ
り
」
「
実
存
の
根
本
構
造
と
し
て
の
時
聞
の
弁
証
法
」
と
い
ふ
こ
と

　
　
が
譜
ら
れ
て
る
る
。
す
な
は
ち
当
面
の
問
題
に
関
す
る
締
り
、
先
生
の
立
場
は
、
　
「
時
聞
に
於
け
る
実
現
」
と
か
「
時
間
こ
そ
弁
証
法
の

　
　
具
体
化
」
と
い
ふ
如
き
言
葉
に
示
さ
れ
て
み
る
や
う
に
、
　
「
時
間
」
を
「
弁
証
法
」
か
ら
「
そ
の
具
体
化
」
と
し
て
而
も
「
永
遠
」
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
弁
証
法
」
的
媒
介
の
内
で
思
惟
す
る
立
場
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
実
存
の
根
本
構
造
と
し
て
の
時
間
の
弁
証
法
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
ふ
こ

　
　
と
も
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
そ
れ
は
正
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
拒
否
す
る
酒
行
き
方
」
で
あ
る
。
併
し
、
そ
れ
と
三
時
に
先
生
の
立

　
　
場
か
ら
は
「
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
教
授
の
思
想
は
分
析
論
か
ら
出
発
し
て
弁
証
法
的
根
拠
に
潮
篤
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
行
為
的
に
徹
底
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
と
な
く
再
び
降
っ
て
、
再
建
的
に
そ
の
根
源
を
分
析
論
に
展
開
せ
ら
れ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
」
　
「
分
析
論
を
飽
く
ま
で
徹
底
し
て
、
た

　
　
と
ひ
分
析
諭
の
根
源
と
し
て
、
弁
証
法
的
に
の
み
了
解
し
得
べ
き
も
の
を
翼
果
的
極
限
的
に
は
認
め
ら
る
る
も
、
な
ほ
そ
れ
を
直
ち
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
析
論
に
還
元
し
、
分
析
論
的
に
再
建
構
成
し
能
ふ
と
、
還
相
的
に
思
考
せ
ら
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
」
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿

　
　
論
こ
の
ま
ま
で
は
、
《
弁
証
法
と
時
》
の
問
題
を
廻
っ
て
の
先
生
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
思
想
は
水
掛
け
論
に
終
る
。
そ
れ
は
、
「
弁
証
法
」

解
と
壁
と
が
薯
の
．
罹
の
架
の
立
場
の
内
で
予
導
く
相
異
な
る
仕
方
で
轟
さ
れ
て
る
る
か
ら
で
あ
。
。
そ
れ
昨
そ
の
相
異

　
　
　
　
　
　
弁
証
法
と
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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硲6
　
性
を
通
じ
て
「
事
柄
」
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
何
事
か
を
学
び
得
る
た
め
に
は
、
差
当
っ
て
先
づ
先
生
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
に
於
け
る
「
弁

　
　
証
法
し
と
「
時
」
と
の
先
理
解
の
相
異
性
と
そ
の
由
来
と
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
究
明
の
た
め
に
こ
こ
で
は
手
懸
り
と
し
て
、

　
　
両
者
に
依
っ
て
夫
々
そ
の
解
釈
が
発
表
さ
れ
て
を
る
と
こ
ろ
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
か
ら
出
発
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
そ
の
命
題
は
周
知
の
如
ぐ
「
同
じ
も
の
が
即
ち
思
惟
に
し
て
亦
膚
で
あ
る
」
（
＆
蝉
、
を
＆
＆
§
司
隷
ミ
マ
需
餐
～
侮
㍉
§
．
安
ω
）
と

　
　
書
は
れ
て
る
る
。
こ
の
命
題
は
、
通
常
「
思
惟
と
有
と
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
ふ
意
味
に
理
解
さ
れ
て
み
る
が
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

　
　
に
従
へ
ば
、
「
西
洋
の
精
神
の
根
本
の
立
場
」
（
○
毎
回
房
8
躍
仁
鄭
σ
q
篇
③
ω
○
虫
。
。
け
①
ω
山
①
ω
跨
げ
①
昌
鼠
鋤
づ
鳥
霧
）
を
晶
｝
肖
ひ
現
し
て
み
る
命
題
で
あ

　
　
り
・
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
・
ス
の
哲
学
は
勿
論
・
デ
カ
ル
ト
の
義
挙
故
に
馨
り
」
・
ガ
ン
あ
「
物
の
定
立
と
し
て
の
蕊
・

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
的
概
念
と
し
て
の
有
」
等
々
の
如
き
西
洋
の
大
き
な
哲
学
的
思
想
も
す
べ
て
そ
こ
か
ら
そ
の
歴
史
的
変
転
と
し
て
生

　
　
じ
て
来
た
と
こ
ろ
の
「
根
本
の
立
場
立
ち
方
」
を
示
し
て
み
る
。
言
ひ
換
れ
ば
、
こ
の
命
題
は
「
有
る
も
の
の
有
の
形
而
上
学
的
規
定
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
導
い
て
来
た
主
導
標
題
」
（
猪
同
ピ
①
陣
ま
琶
蜘
2
ヨ
①
↓
竜
び
琶
。
・
畠
g
b
d
Φ
ω
仲
ぎ
ヨ
暮
α
q
締
ω
ω
①
冨
山
①
。
。
ω
Φ
冨
巳
窪
）
で
あ
る
。

　
　
西
漸
っ
て
亦
、
こ
の
命
題
を
た
だ
命
題
と
し
て
受
取
り
、
そ
の
意
味
を
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
命
題
の
大
き
さ
に
適
は
し
く

　
　
な
い
で
あ
ら
う
。
珂
故
な
ら
ば
、
こ
の
命
題
は
そ
の
解
釈
（
諺
琶
Φ
σ
q
§
σ
q
2
）
を
今
挙
げ
ら
れ
た
西
洋
の
諸
々
の
大
き
な
哲
学
の
内
に
旦

　
　
大
き
な
哲
学
と
し
て
も
っ
て
み
る
如
き
命
題
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
は
そ
れ
は
抑
々
命
題
な
ど
と
い
ふ
も
の
で
は
な
く
、
或
る
一
つ

　
　
の
根
源
的
事
態
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
亦
、
こ
の
命
題
に
言
ひ
現
さ
れ
て
み
る
事
態
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
内
で
も
「
有
と

　
　
覚
し
以
来
様
々
に
そ
の
解
釈
が
試
み
ら
れ
、
逆
に
そ
の
解
釈
の
変
転
の
内
に
彼
の
「
思
惟
の
変
貌
」
（
＜
Φ
塁
§
鎌
き
α
q
儀
霧
O
φ
爵
2
。
。
）

　
　
が
現
れ
て
来
て
み
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
追
求
は
な
さ
れ
得
な
い
が
、
彼
の
解
釈
の
変
転
の
内
に
一
貫
し
て
そ
れ
を
統
べ
て
み
る
事
柄
と
し

　
　
て
次
の
諸
点
が
注
目
さ
れ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
「
同
じ
も
の
が
即
ち
思
惟
に
し
て
亦
有
で
あ
る
し
と
い
ふ
事
態
に
於
て
、

　
　
　

　
　
i
「
有
」
は
、
　
「
有
る
も
の
」
の
方
か
ら
「
そ
の
有
」
と
し
て
「
観
取
」
（
く
㊦
議
①
訂
留
O
ジ
き
爲
℃
）
さ
れ
た
限
り
で
の
「
有
」
す
な
わ
ち

　
　
く

　
　
「
有
る
も
の
の
有
」
（
ω
①
ぎ
畠
田
ω
⑦
δ
コ
鎚
①
P
ω
o
ぼ
鵠
鳥
7
①
3
＆
ミ
象
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
み
る
こ
と
・
の
恵
錘
は
・
言
書
は
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（



　
　
「
観
取
」
す
な
は
ち
「
有
る
も
の
」
の
方
か
ら
且
「
有
る
も
の
」
に
於
て
、
そ
の
有
」
を
「
観
取
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
人
間
の
本
質
」
と
さ
れ
て
み
る
こ
と
。
揃
そ
の
や
う
に
理
解
さ
れ
た
る
「
有
」
と
「
思
権
」
と
の
両
方
に
「
時
的
」
（
N
湯
島
。
び
）
性
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
が
魚
影
さ
れ
て
る
る
こ
と
。
す
な
は
ち
「
観
取
」
と
し
て
の
「
思
惟
」
は
最
も
広
い
意
味
に
於
て
「
或
る
も
の
を
現
前
す
る
」
（
○
①
σ
q
⑦
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
≦
跨
甑
α
q
魯
〈
o
⇒
①
語
史
）
と
い
ふ
「
時
的
構
造
」
を
も
っ
て
を
り
、
「
思
惟
」
に
於
て
「
観
取
」
さ
れ
る
「
有
る
も
の
の
有
」
は
「
現
前

　
　
も
し
く
は
現
前
性
」
（
〉
毫
霧
p
浮
壽
。
・
①
σ
言
辞
）
と
い
ふ
「
時
的
」
性
格
を
示
し
て
み
る
。
㊥
両
じ
も
の
」
と
言
ひ
現
さ
れ
て
ゐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
へ

　
　
る
「
有
と
思
惟
」
す
な
は
ち
両
方
の
「
同
一
性
」
（
H
伍
Φ
韓
｝
載
け
）
は
、
単
な
る
コ
様
性
」
（
国
ぎ
①
ユ
魚
）
や
「
相
等
性
」
（
9
Φ
回
。
プ
ゲ
裁
け
）
を
意

　
　
幽
す
る
の
で
は
な
く
、
　
「
同
じ
も
の
の
内
で
ー
ー
一
層
判
然
と
い
へ
ば
、
同
じ
も
の
を
根
拠
に
し
て
1
懸
鼻
す
る
も
の
が
相
依
絹
属
す

　
　
る
こ
と
」
（
N
口
薬
ヨ
篇
目
鵬
①
げ
驚
お
犀
①
窪
く
O
ゆ
く
Φ
誘
O
ぼ
①
氏
Φ
ロ
①
⇔
一
筥
ω
巴
ぴ
O
鄭
矧
匙
Φ
二
岳
O
ぴ
①
誉
N
鐸
ω
㊤
ヨ
ヨ
O
ロ
σ
q
Φ
プ
α
甑
α
q
搾
①
穿
く
O
幽
く
O
笏
0
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
圭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
一
廉
9
①
⇔
簿
稼
○
凄
ご
価
山
①
。
。
ω
⑦
一
ぴ
①
鵠
）
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
。
従
っ
て
、
こ
の
「
同
じ
も
の
」
が
撚
に
於
て
書
及
さ
れ
た
「
時
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
と
或
る
内
的
な
聯
関
を
も
つ
て
み
る
こ
と
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
「
有
の
問
」
（
ω
の
ぎ
ω
｛
欝
σ
q
①
一
襲
ω
冒
⇔
①
伽
①
門
島
鑓
α
q
Φ
一
転
。
げ
鳥
①
壇
薯
9
。
プ
浮
魚
梓
鎚
①
ω
ω
①
ぎ
ω
）
に
於
て

　
　
悶
題
に
な
っ
て
来
た
事
柄
は
、
こ
の
「
有
る
も
の
の
有
の
形
而
上
学
的
規
定
を
導
い
て
来
た
主
導
標
題
」
の
下
で
、
そ
れ
に
導
か
れ
つ
つ

　
　
「
有
る
も
の
の
有
」
に
つ
い
て
何
か
或
る
新
た
な
る
「
形
而
上
学
的
規
定
」
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
一
も
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

　
　
彼
の
思
惟
自
身
も
一
個
の
「
形
而
上
学
的
思
惟
」
と
な
っ
て
し
ま
ふ
；
、
こ
の
「
主
導
標
題
」
す
な
は
ち
「
西
洋
の
精
神
の
根
本
の
立

　
　
場
」
の
内
に
含
ま
れ
て
を
り
な
が
ら
も
正
に
そ
の
故
に
そ
の
立
場
で
は
「
問
」
は
れ
ず
「
思
推
」
さ
れ
ず
に
留
ま
っ
て
み
た
事
柄
を
見
出

　
　
し
「
聞
」
ひ
つ
つ
究
明
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
事
柄
は
、
差
当
っ
て
は
「
有
し
と
「
思
惟
」
と
の
両
方
に
於
て
磨
撃
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
現
前
」
と
し
て
の
「
時
」
で
あ
り
、
更
に
は
「
同
じ
も
の
し
で
あ
り
、
一
層
詳
し
く
書
へ
ば
、
　
「
岡
じ
も
の
が
即
ち
思
惟
に
し
て
亦
有

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
ふ
事
態
の
内
に
含
ま
れ
て
み
る
「
同
じ
も
の
一
あ
る
」
で
あ
り
、
畢
寛
こ
の
「
あ
る
」
と
「
時
」
と
を

49

@
　
「
同
じ
も
の
」
　
の
内
で
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
白
身
の
思
惟
の
主
導
標
題
は
、
最
早
「
（
有
る
も
の
の
）
有
と
思
惟
」

ハ
O　

　
　
　
　
　
弁
証
法
と
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
七



　
　
　
　
　
　
哲
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研
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第
四
百
八
牽
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

6
　
（
ω
Φ
陣
ゆ
　
ζ
誹
似
　
囲
）
①
P
騨
③
⇔
）
で
は
な
く
、
「
有
（
そ
れ
自
身
、
も
し
く
は
有
の
真
性
）
と
時
〕
と
言
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
標
題

　
　
の
承
す
思
惟
の
「
境
域
」
（
じ
ご
興
Φ
一
当
）
の
次
元
的
懸
絶
を
看
過
す
る
な
ら
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
有
（
の
真
性
へ
）
の
問
」
に
依
っ
て

　
　
開
か
れ
て
来
た
「
境
域
」
へ
の
通
路
は
最
初
か
ら
塞
が
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
彼
が
「
弁
証
法
」
を
彼
自
身
の
思
惟
の
方
法
と
す
る
こ

　
　
と
を
拒
否
す
る
の
も
、
そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
以
来
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
ま
で
「
有
る
も
の
の
有
」
に
関
は
る
「
形
而
上
学
的
毒
言
し
の
行
き
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
で
あ
り
、
「
有
と
思
惟
」
の
境
域
の
内
に
属
し
、
「
有
と
時
」
の
境
域
の
内
へ
は
「
到
達
」
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
併
し
、
一
層
立
ち
入
っ
て
見
た
場
合
、
彼
は
「
弁
証
法
」
の
所
在
と
本
質
と
運
動
性
格
と
を
如
何
に
理
解
し
て
み
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
　
さ
き
に
、
「
有
る
も
の
」
か
ら
「
そ
の
有
」
す
な
は
ち
「
有
る
も
の
の
有
」
を
「
観
取
」
（
＜
興
器
び
日
①
P
ξ
o
冒
）
し
「
雷
現
」
（
ω
箕
①
o
び
Φ
P

　
　
隷
N
①
ミ
）
す
の
が
「
有
一
論
」
（
○
艮
。
－
ざ
σ
q
冨
）
と
し
て
の
「
形
而
上
学
」
で
あ
る
こ
と
が
書
及
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
O
⇔
8
・
｝
o
α
q
δ
と
し
て

　
　
の
「
形
而
上
学
」
の
内
に
は
、
そ
れ
を
内
的
に
可
能
に
す
る
一
つ
の
三
遍
と
し
て
或
る
一
つ
の
隷
N
§
が
含
ま
れ
て
み
る
。
こ
の
淑
N
§

　
　
は
、
「
有
る
も
の
」
を
「
そ
の
有
」
に
向
っ
て
「
集
摂
」
（
自
暴
ざ
く
Φ
誘
餌
ヨ
B
㊦
ぽ
）
し
つ
つ
つ
言
意
」
（
紋
N
§
も
℃
諾
。
冨
⇔
）
す
こ
と
と
し

　
　
て
、
「
有
る
も
の
」
と
「
そ
の
有
」
と
の
「
問
」
（
動
§
）
に
動
く
或
る
一
つ
の
「
対
話
」
（
霜
融
山
蔓
へ
ぎ
○
①
超
鑓
。
ゲ
）
で
あ
り
、
「
現
前
か
ら

　
　
有
る
も
の
の
有
る
も
の
性
〈
有
る
も
の
の
有
〉
と
し
て
そ
れ
自
身
を
展
開
す
る
有
」
（
ω
色
炉
鳥
雰
・
ω
巴
。
。
ω
魚
o
p
畠
び
〇
叩
け
畠
①
ω
ω
①
冨
ゆ
伽
Φ
づ
窪
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
伽
①
白
書
昌
≦
①
。
・
9
ω
ざ
び
の
箕
山
巴
瞥
卑
）
の
内
へ
と
、
か
か
る
有
す
な
は
ち
「
有
る
も
の
の
有
」
の
「
現
れ
方
」
と
し
て
「
聴
属
」
（
σ
q
①
ま
同
魯
）

　
　
し
て
み
る
。
か
く
の
如
く
「
形
葡
上
学
」
の
内
に
本
質
的
に
含
ま
れ
て
み
る
「
対
話
」
の
内
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
弁
証
法
」
の
第
一
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
的
所
在
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
亦
「
す
べ
て
の
弁
読
法
は
そ
の
本
質
に
於
て
ピ
○
σ
q
慶
で
あ
り
」
「
弁
証
法
の
内
に
於
て
も
思
惟
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
書
現
し
か
ら
、
す
な
は
ち
ロ
ゴ
ス
か
ら
規
定
さ
れ
て
る
る
」
の
で
あ
る
。
か
か
る
ピ
。
α
q
速
い
。
α
q
o
ω
が
○
摸
。
・
δ
σ
q
冷
と
書
は
れ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
－
δ
σ
q
凶
Φ
で
あ
り
、
「
有
る
も
の
の
有
」
に
そ
の
「
現
れ
方
」
と
し
て
属
し
て
み
る
「
対
話
」
で
あ
る
こ
と
は
、
書
ふ
ま
で
も
な
い
。
然

　
　
る
に
、
「
有
る
も
の
の
有
」
は
「
近
世
の
主
体
性
の
形
醐
上
学
」
の
内
で
は
「
意
識
」
の
内
に
「
現
」
れ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
「
現
れ
方
」

　
　
と
し
て
の
「
対
話
」
が
「
意
識
の
本
質
」
と
な
り
、
　
「
意
識
の
運
動
」
に
「
弁
証
法
」
が
展
開
さ
れ
て
来
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
ハ
イ



651

デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
内
で
次
の
如
く
に
語
っ
て
み
る
、
す
な
は
ち
「
意
識
は
、
自
然
的
知
〈
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

「
対
象
的
に
有
る
も
の
」
へ
関
は
る
。
纂
陣
ω
。
7
〈
o
巴
o
p
8
｝
o
σ
q
δ
。
冨
も
・
芝
誘
導
と
解
す
る
〉
と
実
在
的
知
く
す
な
わ
ち
「
膚
る
も
の
の
有
」

に
関
は
る
。
纂
。
｝
o
σ
q
冨
。
ゲ
①
ω
毛
認
魯
V
と
の
間
の
対
話
と
し
て
、
意
識
で
あ
り
、
そ
の
対
話
は
意
識
の
諸
形
態
を
貫
通
し
つ
つ
意
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

本
質
の
継
起
を
完
遂
す
る
」
と
。
こ
こ
で
は
「
意
識
」
（
じ
d
①
≦
¢
禦
L
ω
①
ぎ
）
　
の
内
に
次
の
三
通
り
の
仕
方
で
の
き
陵
叙
届
ミ
が
看
取
さ
れ
て

る
る
。
す
な
は
ち
、
D
「
意
識
が
意
識
で
あ
る
］
の
は
「
有
る
も
の
に
関
す
る
知
」
と
「
有
る
も
の
の
有
に
関
す
る
知
」
と
の
「
問
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
凶
≦
置
。
ゲ
o
P
勲
魅
）
の
「
対
話
」
と
し
て
で
あ
り
、
一
1
1
そ
の
「
対
話
」
が
「
意
識
の
諸
形
態
を
貫
通
」
（
α
霞
。
げ
ω
Φ
ぎ
Φ
O
霧
＄
詳
①
灘
ン
ぎ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
（

伽
霞
。
ダ
勲
慶
）
し
て
進
行
す
る
「
対
謡
」
で
あ
り
、
㈲
か
く
の
如
く
に
進
行
す
る
「
対
話
」
が
駅
馬
「
意
識
の
本
質
」
と
し
て
の
「
対
話
」

そ
れ
自
身
の
「
自
忌
事
摂
」
（
。
。
搾
プ
〈
Φ
湊
9
導
ヨ
皿
p
勲
ミ
甑
㌧
、
・
ミ
ミ
）
に
導
き
「
自
己
完
遂
」
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
三
重

の
仕
方
で
の
勲
黛
湿
土
ミ
目
撃
黛
漂
獄
q
墨
袋
へ
の
統
一
が
「
弁
証
法
的
」
（
鳥
9
ρ
。
。
O
陣
巴
Φ
犀
瓜
ω
o
ゲ
の
）
と
い
ふ
事
柄
で
あ
り
、
か
か
る
「
意
識
の
運

動
」
が
「
意
識
の
経
験
」
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
　
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
経
験
を
弁
証
法
的
に
概
念
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
彼
は
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

証
法
的
な
る
も
の
を
経
験
の
本
質
か
ら
思
惟
し
て
み
る
」
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
か
か
る
「
意
識
の
運
動
」
す
な
は
ち
「
意
識
の
経
験
」

は
「
主
体
の
主
体
性
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
主
体
－
客
体
i
関
係
と
い
ふ
点
か
ら
言
へ
ば
、
　
「
意
織
の
弁
証
法
的
運
動
」
と
し
て

そ
れ
自
身
を
展
開
す
る
弁
証
法
は
「
絶
対
的
主
体
の
主
体
性
の
生
産
過
程
で
あ
り
且
か
か
る
過
程
と
し
て
絶
対
的
主
体
の
必
然
的
行
為
で

（
黙
）

あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
運
動
桃
格
が
特
色
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
っ
て
理
解
さ
れ
た
る
限
り
で
の

「
弁
証
法
」
の
所
在
と
本
質
と
運
動
と
運
動
性
格
と
は
大
体
以
上
の
如
く
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
そ
こ
か
ら
差
当
っ
て
書
へ
る
と
思
は
れ

る
こ
と
は
、
彼
は
「
弁
証
法
」
を
決
し
て
「
弁
証
法
的
」
に
1
例
へ
ば
、
定
立
、
反
定
立
、
合
定
立
と
い
ふ
如
き
そ
の
表
層
的
形
式
に

従
っ
て
i
理
解
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
　
「
弁
証
法
」
の
本
質
を
、
　
「
膚
」
が
そ
れ
自
身
を
「
有
る
も
の
の
有
」
と
し
て
「
思
惟
」
に

「
露
現
」
し
た
と
い
ふ
「
有
の
命
運
」
　
（
○
①
ω
O
ぴ
凶
O
障
　
儀
①
ω
　
ω
①
一
直
ω
）
か
ら
思
惟
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
田
辺
先
生
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
を
ど
の
や
う
に
解
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
先
生
は
先
づ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

　
　
　
　
弁
証
渋
と
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
工
九
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一
三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に
於
け
る
「
臆
見
的
思
考
」
（
ま
守
）
を
重
視
し
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
「
存
在
と
非
存
在
と
は
同
一
に
し
て
同
一
に
あ
ら
ず
く
と
見
な
さ

（
2
3
）

れ
る
〉
」
（
o
餅
＆
獄
渇
史
℃
曇
霞
～
o
“
き
・
・
～
養
へ
N
＆
＆
℃
蕊
薮
巣
q
嫡
袋
へ
訣
＆
N
＆
＆
ぎ
岩
群
①
）
こ
と
に
注
匿
し
、
そ
こ
か
ら
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

の
い
は
ゆ
る
単
一
と
い
ふ
述
語
が
飽
く
ま
で
『
同
一
で
あ
っ
て
同
一
で
な
い
』
と
い
う
弁
証
法
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

（
2
4
）

ぬ
」
こ
と
を
述
べ
、
か
か
る
意
味
で
の
「
岡
一
」
を
「
同
一
な
る
も
の
が
思
考
で
も
あ
り
存
在
で
も
あ
る
」
の
命
題
の
内
に
置
き
入
れ
、

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
（
2
5
）

そ
れ
を
「
思
考
と
存
在
と
の
同
瞬
（
即
非
同
一
）
」
を
意
味
す
る
と
、
解
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
断
片
六
」
に
於
て
「
分
別
無
き
連
中
」

（
へ
威
再
建
葛
討
）
に
と
っ
て
さ
う
で
あ
る
と
需
は
れ
た
「
同
一
に
し
て
同
一
に
あ
ら
ず
く
と
見
な
さ
れ
る
〉
」
と
い
う
こ
と
を
「
断
片
三
」

の
決
定
的
な
る
命
題
中
の
「
同
じ
も
の
」
の
内
に
移
し
入
れ
て
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
の
当
否
は
別
と
し
て
、
先
生
が
そ
の
や
う
な

解
釈
を
さ
れ
る
所
以
は
、
次
の
如
き
事
態
に
由
来
し
て
み
る
と
思
は
れ
る
、
す
な
は
ち
「
『
在
り
』
と
い
ひ
『
在
ら
ず
』
と
い
ふ
反
省
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

覚
の
思
考
こ
そ
、
存
在
の
述
語
的
規
定
と
し
て
思
考
的
に
存
在
を
代
表
し
こ
れ
と
同
一
な
り
と
い
は
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
と
い
ふ
の
も
思
考
的
規
定
で
あ
る
以
上
は
、
存
在
的
に
は
岡
一
で
あ
っ
て
同
一
で
な
い
と
い
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
真
実
存
在
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

臆
見
的
思
考
と
が
同
一
で
あ
っ
て
同
一
で
な
い
の
が
、
弁
証
法
の
規
定
な
の
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
。

　
こ
こ
で
は
「
思
考
」
と
「
存
在
」
と
が
先
づ
「
対
立
」
に
射
て
理
解
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
同
一
」
が
「
互
に
相
対
立
す
る
両
契
機
〈
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
は
ち
思
考
と
存
在
〉
の
交
響
的
統
一
」
と
し
て
「
弁
証
法
的
」
に
把
握
さ
れ
て
る
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
「
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

考
」
に
つ
い
て
「
い
は
ゆ
る
本
質
思
考
と
し
て
、
存
在
者
（
も
の
）
の
思
惟
な
ら
ぬ
、
そ
れ
を
超
越
す
る
存
在
思
考
」
と
書
は
れ
て
る
る

如
く
、
少
く
と
も
こ
の
箇
処
に
関
す
る
限
り
、
先
生
に
於
て
も
「
存
在
者
（
有
る
も
の
）
」
か
ら
区
携
さ
れ
た
「
存
在
（
有
）
」
と
「
〈
存

在
〉
思
考
」
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
み
る
と
、
考
へ
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
然
る
に
こ
の
場
合
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
さ
き
の

引
用
文
中
傍
点
を
附
せ
ら
れ
た
丁
寧
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
　
「
思
考
と
存
在
と
の
同
一
」
と
い
ふ
こ
と
の
内
に
「
思
考
的
（
規
定
と

し
て
の
）
同
一
」
と
「
存
在
的
同
一
（
即
非
岡
一
）
」
と
が
匿
別
さ
れ
て
る
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
「
思
考
と
存
在
」
の
い
は
ば
思
考

内
に
於
け
る
統
一
と
し
て
「
観
念
論
」
的
統
一
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
必
ず
し
も
両
者
の
存
在
内
に
於
け
る
現
実
的
統
一
を
保
証
し
な
い
。



　
　
そ
れ
に
対
し
て
「
思
考
と
存
在
」
と
の
「
存
在
的
同
一
（
即
非
獄
門
）
」
は
「
観
念
実
在
論
」
的
統
一
（
即
分
裂
）
と
し
て
行
為
態
に
の

　
　
み
成
立
す
る
「
弁
証
法
」
的
事
態
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
「
行
為
」
と
は
「
死
復
活
の
実
践
」
で
あ
り
、
そ
の
実
践
に
於
て
「
相
対
立
す

　
　
る
両
契
機
へ
思
考
と
存
在
〉
の
皆
無
的
統
こ
を
成
立
せ
し
め
る
「
根
源
」
は
、
「
存
在
と
思
考
と
を
超
え
る
両
者
の
弁
証
法
的
岡
田
（
即

　
　
　
（
2
9
）

　
　
非
同
一
）
」
と
し
て
の
「
絶
対
無
（
管
区
）
」
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
命
題
に
関
す
る
先
生
の
解
釈

　
　
は
、
　
「
同
じ
も
の
」
を
「
絶
対
無
即
愛
扁
（
永
遠
）
と
し
て
、
「
思
考
篇
（
未
来
）
と
「
存
在
」
（
過
去
）
と
の
「
糊
対
立
す
る
両
契
機
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
「
死
復
活
の
実
践
行
為
」
（
現
在
）
に
於
て
交
互
転
換
的
に
「
刹
那
的
実
践
的
統
一
（
即
分
裂
）
」
　
（
瞬
間
）
…
一
す
な
は
ち
「
永
遠
」
の

　
　
「
時
間
」
内
へ
の
「
還
相
」
と
し
て
の
一
に
齋
さ
れ
る
事
態
を
、
そ
の
命
題
の
意
味
す
る
真
実
と
解
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
先
生
の
か
く
の
如
き
解
釈
の
背
後
に
は
、
　
「
思
想
と
現
実
と
は
究
極
に
於
て
乖
離
す
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
矛
盾
分

　
　
裂
を
徹
底
的
に
身
に
引
受
け
て
、
そ
の
底
に
自
己
を
放
棄
し
壊
滅
せ
し
め
る
と
き
、
か
か
る
自
己
放
棄
を
通
じ
て
現
前
す
る
と
こ
ろ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
愛
せ
ら
れ
た
る
不
義
的
現
実
と
し
て
の
絶
対
現
実
の
不
可
思
議
な
他
力
が
、
霞
己
を
そ
の
発
展
の
媒
介
と
し
て
復
活
せ
し
め
る
」
と
い
ふ

　
　
痛
切
な
る
経
験
、
す
な
は
ち
先
生
を
し
て
Z
。
9
犀
と
し
て
の
形
而
上
学
を
超
え
て
「
繊
梅
遵
竃
㊦
鼠
づ
。
o
巳
（
と
し
て
の
哲
学
」
に
更
に

　
　
そ
の
徹
底
と
し
て
の
「
死
の
哲
学
」
に
ま
で
至
ら
し
め
た
経
験
が
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し
、
今
は
そ
れ
に
立
ち
入
る
こ
と

　
　
は
出
来
な
い
。
問
題
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
命
題
の
解
釈
に
現
れ
た
《
弁
証
法
と
時
》
の
思
想
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
そ
れ
と
突
き
合
は
さ
れ

　
　
た
場
合
、
両
者
の
内
に
如
何
な
る
問
題
が
現
れ
て
来
る
か
を
兇
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
煎
じ
つ
め
て
言
へ
ば
、
先
生
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
　
一
に
対
し
「
弁
証
法
へ
の
徹
底
を
希
求
」
し
て
来
ら
れ
た
が
、
そ
の
希
求
が
果
し
て
先
生
の
信
じ
て
を
ら
れ
た
如
く
無
条
件
的
に
正
当
な

　
　
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
も
し
否
と
す
れ
ば
如
何
な
る
点
に
於
て
は
正
当
で
あ
り
又
不
当
で
あ
る
か
、
更
に
亦
先
生
の
欲
せ
ら
れ
た
如
く
ハ

　
　
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
を
「
東
亜
思
想
の
立
場
に
翻
さ
う
」
と
す
る
場
合
、
何
処
に
そ
の
翻
転
の
必
然
挫
が
あ
る
の
か
、
又
そ
の
場
合
、
先

　
　
生
の
言
は
れ
る
「
行
為
（
的
自
覚
の
）
弁
証
法
」
で
果
し
て
充
分
で
あ
る
か
否
か
を
、
考
へ
て
薫
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
今
一
度
パ

　
　
ル
メ
ニ
デ
ス
命
題
に
関
す
る
簡
方
の
解
釈
を
検
討
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
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54
6
　
　
「
同
じ
も
の
が
即
ち
思
惟
に
し
て
亦
有
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
と
っ
て
は
差
当
っ
て
「
思
惟
と
有
と
の
相
依
心
々
」
を
意

　
　
昧
す
る
。
併
し
、
問
題
は
こ
の
N
岱
ω
⇔
ヨ
導
Φ
づ
σ
q
⑦
ゲ
α
冨
づ
を
N
‘
鈴
白
露
窪
α
q
o
ぴ
α
肘
⑲
昌
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
何
故
そ
の

　
　
や
う
な
思
惟
が
要
求
さ
れ
る
か
と
雷
へ
ば
、
こ
の
「
思
惟
と
有
と
の
N
霧
効
零
歳
①
⇒
σ
q
①
げ
α
H
①
跡
」
は
、
例
へ
ば
「
技
術
の
本
質
」
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
組
立
」
（
○
①
ω
8
ε
と
い
ふ
仕
方
で
「
今
B
地
球
を
ぐ
る
り
と
取
り
ま
い
て
有
る
も
の
」
（
畠
簿
ρ
≦
舘
｝
お
欝
の
建
⇒
傷
煽
ヨ
瓢
窪
刷
本
げ
鋤
＝

　
　
ミ
）
で
あ
り
、
そ
の
正
体
を
「
観
取
」
す
る
こ
と
が
∪
①
昌
犀
震
の
任
務
で
あ
る
、
か
ら
で
あ
る
）
。
こ
の
N
¢
面
目
ヨ
①
口
σ
灸
Φ
ま
器
郎
を
N
午

　
　
撃
ヨ
ヨ
Φ
⇔
σ
q
①
ゲ
。
，
H
Φ
ゆ
と
し
て
思
惟
す
る
こ
と
は
、
予
め
暗
黙
の
裡
に
区
別
さ
れ
て
定
立
さ
れ
た
「
思
惟
篇
と
「
有
篇
と
か
ら
出
発
し
て

　
　
そ
の
N
灯
ω
帥
ヨ
ヨ
Φ
ロ
と
し
て
こ
の
N
器
⇔
B
ヨ
①
⇔
α
Q
①
ゲ
α
お
昌
を
「
表
象
」
（
〈
o
巖
8
＝
2
）
す
る
こ
と
で
は
な
く
i
「
弁
誕
法
」
と
「
媒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
介
」
と
は
か
く
の
如
き
行
き
方
の
内
に
属
す
る
一
、
N
器
鴬
ヨ
ヨ
窪
㈹
Φ
ま
話
p
か
ら
「
思
惟
と
有
〕
の
N
霧
⇔
ヨ
ヨ
①
p
を
「
経
験
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
（
2
鍵
町
Φ
⇒
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
書
ひ
換
れ
ば
、
思
惟
と
有
と
の
N
諺
螢
ヨ
ヨ
①
欝
α
q
警
α
お
昌
の
内
へ
実
際
に
思
惟
が
「
回
入
」
（
魚
艮
①
穿
窪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
　
「
表
象
的
思
惟
」
と
い
ふ
有
り
方
か
ら
飛
び
離
れ
る
「
思
惟
の
飛
躍
」
（
ω
鷲
§
σ
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
山
①
ω
∪
①
づ
評
窪
ω
）
に
於
て
の
み
果
さ
れ
る
。
そ
の
「
飛
躍
」
に
於
て
「
思
惟
」
は
実
際
に
「
思
惟
と
有
」
の
N
霧
B
ヨ
O
⇔
σ
q
①
げ
α
お
鄭
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
に
躍
入
し
、
瞬
時
に
そ
の
躍
入
に
於
て
「
単
婚
と
有
」
の
N
二
ω
餌
富
田
Φ
p
α
q
⑩
ぴ
α
捲
⇔
は
そ
の
正
体
を
粒
度
三
旨
犀
ぎ
伽
器
》
≦
霧
δ
け
（
9

　
　
ザ
■
ヨ
自
霧
》
≦
無
げ
①
ρ
8
歪
昌
畠
ニ
ヨ
傷
⑦
ゆ
国
財
臼
）
9
ゆ
罵
帖
論
）
　
と
し
て
「
閃
き
現
す
し
　
（
費
げ
津
国
窪
）
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
金
具
が
彼
の

　
　
書
ふ
「
性
起
」
（
卑
虫
σ
q
臥
ω
）
で
あ
り
、
「
岡
じ
も
の
」
と
し
て
雷
ひ
現
さ
れ
て
み
た
「
同
一
性
の
本
質
は
性
心
の
所
有
す
る
一
つ
の
固
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
態
で
あ
る
」
（
O
緩
妻
Φ
ω
魯
野
漆
短
魯
馨
餌
汁
陣
簿
①
ぎ
国
体
①
導
鐸
ヨ
号
ω
国
撃
①
証
跡
ω
。
。
①
ω
’
）
。
こ
の
口
話
邑
象
ぎ
塗
G
・
》
芝
器
富
叶
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
「
観
取
」
さ
れ
「
思
惟
」
さ
れ
た
も
の
は
、
「
〈
今
、
真
に
〉
有
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
今
一
地
球
を
ぐ
る
り
と
取
り
ま
い
て
有
る
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
す
な
は
ち
「
時
」
と
し
て
そ
れ
自
身
を
「
現
前
」
し
つ
つ
あ
る
「
有
の
真
性
」
す
な
は
ち
「
世
界
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
縮
は
、
例
へ
ば
、

　
　
「
現
在
」
、
「
将
来
」
、
「
享
有
」
の
三
部
に
分
け
ら
れ
て
構
成
さ
れ
て
み
る
彼
の
「
講
演
・
論
文
集
篇
一
こ
の
さ
り
げ
な
い
標
題
を
附
せ

　
　
ら
れ
た
書
物
の
正
体
は
国
営
諾
ご
犀
ぢ
魯
即
≦
霧
翼
・
で
あ
る
ー
ー
の
内
に
現
れ
て
み
る
。



　
　
　
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
内
に
現
れ
た
か
か
る
「
性
起
し
的
思
惟
に
対
し
て
「
弁
証
法
へ
の
徹
底
」
は
一
「
弁
証
法
扁
が
「
対
立

　
　
す
る
両
契
機
」
か
ら
出
発
し
て
そ
の
「
媒
介
統
こ
を
な
す
思
惟
の
方
法
で
あ
る
限
り
は
i
要
求
さ
れ
得
な
い
。
か
か
る
要
求
は
、
「
思

　
　
惟
の
飛
躍
」
と
し
て
「
性
起
」
す
る
事
態
に
於
て
「
観
取
」
さ
れ
た
箏
柄
を
、
そ
の
「
飛
躍
」
以
前
の
「
表
象
的
思
惟
」
の
次
元
に
お
－

　
　
℃
鼠
ω
o
⇒
蹴
巽
窪
目
く
。
屡
酔
包
一
①
質
す
る
こ
と
へ
の
要
求
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
併
し
、
田
辺
先
生
が
「
弁
証
法
へ
の
徹
底
を
希
求
」
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
弁
証
法
」
の
内
に
は
、
既
述
の
事
柄
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

　
　
如
く
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
っ
て
理
解
さ
れ
て
み
た
「
弁
証
法
」
す
な
は
ち
「
形
而
上
学
晶
の
内
に
そ
の
第
一
次
的
所
在
が
認
め
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
如
き
「
弁
証
法
」
に
は
尽
く
さ
れ
な
い
事
柄
が
、
含
ま
れ
て
み
る
。
先
生
の
場
合
に
は
、
　
「
弁
証
法
の
核
心
」
は
「
死
復
活
」
に
存
す
る

　
　
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
核
心
と
す
る
「
弁
証
法
」
は
「
死
の
弁
証
法
」
で
あ
り
、
本
来
「
絶
対
無
（
二
宮
）
の
弁
証
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
は

　
　
「
生
の
弁
認
法
」
も
し
く
は
「
有
の
弁
証
法
」
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
を
り
、
先
生
は
「
慣
悔
道
ζ
o
＄
き
曇
節
と
し
て
の
哲
学
」
以

　
　
来
「
死
復
活
の
弁
証
法
」
に
依
っ
て
「
生
の
存
在
学
」
と
し
て
の
「
形
而
上
学
臨
の
翻
転
克
服
を
企
図
し
て
を
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
「
弁
証
法
の
核
心
」
を
な
す
「
死
復
活
」
は
、
当
面
の
問
題
聯
関
の
内
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
思
惟
の
飛
躍
」
に
網
当
す
る
位
置

　
　
を
占
め
て
み
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
に
も
、
「
思
惟
」
は
「
人
間
の
本
質
」
で
あ
る
が
故
に
、
「
思
惟
の
飛
躍
」
従
っ
て
亦
「
思
惟
の

　
　
変
貌
」
（
＜
⑦
毫
睾
蝕
§
α
q
臨
①
ω
U
の
昇
①
諺
）
は
「
人
間
本
質
の
変
貌
」
（
薯
§
餌
①
一
鳥
①
ω
ζ
Φ
霧
。
び
Φ
質
芝
Φ
ω
窪
ω
）
で
あ
り
、
そ
の
点
に
於
て

　
　
は
先
生
の
「
死
復
活
」
と
一
脈
梢
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
　
閾
題
は
「
思
惟
の
飛
躍
扁
と
「
死
復
活
し
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
「
思
惟
の
飛
躍
」
を
「
死
復
活
」
と
し
て
解
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
が
出
来
る
で
あ
ら
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
「
思
惟
の
飛
躍
」
に
つ
い
て
「
火
焔
の
中
を
跳
び
抜
け
る
が
如
し
」
と
書
い
て
み
る
。
こ
の

　
　
場
合
、
　
「
火
焔
」
が
思
惟
を
焼
き
尽
す
絶
対
否
定
に
し
て
瞬
時
に
光
の
源
と
し
て
思
惟
を
根
源
的
に
生
か
す
絶
対
肯
定
で
あ
り
、
且
「
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
中
を
跳
び
抜
け
る
」
こ
と
が
実
際
に
「
思
惟
の
飛
躍
」
に
於
て
姓
起
し
て
み
る
な
ら
ば
ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
場
合
、
そ
れ
が
性
起
し
て

55

@
み
な
い
と
は
雪
口
は
れ
得
な
い
、
そ
の
痕
跡
は
、
こ
こ
で
は
詳
論
出
来
な
い
が
、
随
処
に
見
受
け
ら
れ
る
。
併
し
、
そ
れ
が
完
全
に
徹
底
的

6
　
　
　
　
　
　
弁
証
法
と
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
三
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哲
学
研
究
　
第
四
誓
八
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
目
四

で
あ
る
か
否
か
は
別
問
題
で
あ
る
一
、
　
「
思
惟
の
飛
躍
」
は
人
闘
本
質
の
大
死
一
番
絶
後
再
上
底
と
し
て
「
死
復
活
」
と
書
へ
る
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ら
う
。
そ
の
場
合
「
思
惟
の
飛
躍
」
は
最
早
「
思
惟
」
で
は
な
い
。
併
し
そ
の
場
合
、
　
「
死
復
活
」
が
「
思
惟
の
飛
躍
」
の
真
実
態
で
あ

り
得
る
た
め
に
は
、
　
「
死
復
活
」
は
最
早
そ
の
都
度
の
「
決
死
的
行
為
」
を
第
一
次
的
に
意
味
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
　
「
弁
証
法
」
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

思
惟
さ
れ
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
「
弁
読
法
の
核
心
た
る
死
復
活
」
は
正
に
そ
の
故
に
最
早
「
弁
証
法
」

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
も
思
惟
さ
れ
得
ざ
る
単
純
な
一
つ
の
大
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
絶
対
無
の
現
象
で
あ
る
。
　
（
こ
こ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
絶
対
無
」
と
「
時
隔
と
「
有
」
と
の
内
的
聯
関
が
究
明
さ
れ
、
「
有
と
時
」
の
「
と
」
を
ー
ー
ー
こ
の
「
と
」
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
既
述

の
如
き
「
性
起
」
と
解
し
て
み
る
が
…
1
絶
対
無
の
現
成
と
し
て
解
明
す
る
道
が
存
す
る
と
思
は
れ
る
）
。

　
然
る
に
、
願
辺
先
生
は
「
弁
証
法
の
核
心
た
る
死
復
活
」
を
も
「
弁
証
法
」
的
に
思
惟
さ
れ
ん
と
す
る
。
而
も
そ
の
場
合
、
「
死
復
活
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

は
「
大
死
一
番
・
再
蘇
復
活
」
を
意
味
す
る
と
と
も
に
「
実
存
主
体
の
決
死
行
為
」
す
な
は
ち
「
革
新
行
為
」
を
も
意
味
す
る
。
併
し
、

前
者
は
本
来
自
己
自
身
の
有
り
方
の
根
本
的
転
職
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
　
「
保
守
・
革
新
の
対
立
に
動
く
」
現
実
の
内
で
そ
の
都
度
そ
の

都
度
の
「
革
新
の
決
死
行
為
」
と
は
載
然
と
区
劉
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
「
自
己
成
立
の
も
と
」
　
（
西
田
先
生
）
に
関
す
る
自
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
り
、
後
老
の
現
実
の
内
に
於
け
る
「
行
為
」
の
も
と
と
か
そ
の
根
本
の
立
場
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
後
者
の
諸
行
為
の
内
に
解
消

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
得
る
如
き
こ
と
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
先
生
の
思
想
の
内
で
は
「
死
復
活
」
は
、
i
自
已
愚
身
の
「
大
死
一
番
・
再
蘇
復
活
」
、
一
1
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

「
死
毒
が
他
の
生
者
の
実
存
に
薯
を
浄
化
せ
し
め
つ
つ
覆
活
」
す
る
・
と
、
㈹
銭
無
の
決
死
行
為
」
の
三
つ
を
意
味
し
て
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
思
は
れ
る
が
、
G
の
「
大
死
一
番
絶
後
髄
質
」
を
㈲
の
「
決
死
的
革
新
行
為
」
の
内
に
解
消
せ
し
め
る
如
き
傾
洵
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

（
そ
れ
は
「
絶
対
は
た
だ
死
復
活
の
実
践
に
依
っ
て
の
み
、
刹
那
的
に
そ
れ
に
触
れ
そ
れ
と
参
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
絶
対
無
で
あ
る
」

と
い
ふ
極
め
て
倫
理
的
な
宗
教
心
に
由
来
し
て
み
る
と
思
は
れ
る
）
。
か
く
の
如
く
本
来
の
意
味
で
の
「
死
復
活
」
が
「
決
死
的
革
新
行

為
」
の
方
向
に
向
っ
て
理
解
さ
れ
る
が
故
に
、
　
「
弁
証
法
の
核
心
た
る
死
復
活
」
も
そ
の
行
為
構
造
に
関
し
て
「
弁
証
法
」
的
に
思
惟
さ

れ
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。
勿
論
「
死
復
活
」
を
忍
呈
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
し
、
そ
れ
が
思
惟
さ
れ
れ
ば
そ
れ



　
　
は
「
弁
証
法
」
的
な
性
格
を
示
す
で
あ
ら
う
。
併
し
、
鼠
鳴
法
的
思
惟
の
内
に
「
死
復
活
」
は
真
に
「
死
復
活
」
と
し
て
現
成
し
得
る
で

　
　
あ
ら
う
か
。
も
し
採
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
思
惟
は
弁
謹
法
的
と
い
ふ
よ
り
は
「
死
復
活
」
的
思
惟
と
言
は
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ら

　
　
う
か
。
先
生
は
「
死
復
活
」
に
関
し
て
、
そ
れ
は
直
観
さ
れ
得
ず
「
行
〕
ぜ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
行
為
的
自
覚
」
と
い
ふ

　
　
こ
と
を
書
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
「
吾
有
り
」
の
真
実
に
他
な
ら
な
い
。
先
生
は
既
に
早
い
時
期
に
「
唯
物
弁
証
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
に
関
し
て
、
　
「
そ
れ
が
一
部
無
撹
判
な
る
入
々
に
は
宛
も
魔
術
の
棒
の
如
く
万
能
の
論
理
と
信
ぜ
ら
れ
て
る
る
」
傾
向
に
反
対
さ
れ
、
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
亦
最
後
の
著
作
の
内
で
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
論
理
」
が
「
精
神
現
象
学
か
ら
論
理
学
に
准
　
展
す
る
に
及
び
、
弁
証
法
の
論
理
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓠
）

　
　
も
っ
て
弁
証
法
を
裏
切
る
に
至
っ
た
こ
と
」
を
述
べ
て
を
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
先
生
御
自
身
の
「
弁
証
法
」
が
果
し
て
完
全
に
自

　
　
由
で
あ
り
得
た
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
尚
「
時
」
の
閤
題
に
つ
い
て
先
生
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
思
想
の
相
異
を
究
明
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
み
る
が
、
最
畢
こ
こ
で
は
そ
の

　
　
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
今
は
冗
長
に
過
ぎ
た
以
上
の
そ
れ
自
身
尚
問
題
を
残
し
て
を
る
考
察
か
ら
出
て
来
る
一
応

　
　
の
見
通
し
と
し
て
次
の
こ
と
だ
け
を
書
き
留
め
て
置
く
。
す
な
は
ち
、
そ
れ
を
通
し
て
切
冒
げ
皆
労
ぎ
伽
霧
層
≦
器
誘
叶
が
痛
言
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
こ
ろ
の
「
思
惟
の
飛
躍
」
の
真
実
態
は
「
死
復
活
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
絶
対
無
が
現
成
す
る
。
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
が
「
有
と
時
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
を
思
惟
し
た
と
こ
ろ
の
「
現
前
」
（
》
づ
奄
①
。
。
①
コ
）
は
真
実
に
は
絶
対
無
の
現
成
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
国
H
虫
α
q
ゑ
の
の
内
に
そ
の
最

　
　
も
内
奥
の
事
柄
と
し
て
含
ま
れ
て
み
る
国
事
差
α
q
は
、
国
H
魚
α
q
ゑ
ω
の
方
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
の
そ
の
根
源
た
る
絶
対
無
の
不
可
得
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
他
な
ら
な
い
と
思
は
れ
る
。
従
っ
て
、
問
題
は
絶
対
無
か
ら
そ
の
現
成
と
し
て
「
有
と
時
」
す
な
は
ち
国
話
齢
巴
ω
を
究
明
す
る
と
い
ふ

　
　
こ
と
に
な
る
。
併
し
、
さ
う
い
ふ
方
向
は
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
内
で
は
「
有
と
無
」
　
（
ω
Φ
一
昌
　
　
環
¢
山
　
累
｝
O
げ
一
ω
）
　
を
飽
く
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
「
豪
し
　
（
N
鉱
8
）
か
ら
、
す
な
は
ち
時
に
於
け
る
　
》
p
埼
①
。
・
①
停
》
ぴ
薯
＄
実
題
鼠
ω
①
震
》
ぴ
ω
魯
N
と
し
て
思
惟
せ
ん
と
す
る
行
き
方
の
故

　
　
に
、
開
か
れ
て
は
み
な
い
。
　
（
そ
の
た
め
に
彼
の
「
有
の
問
」
は
徹
底
的
に
「
閾
」
に
留
ま
り
、
さ
う
い
ふ
徹
底
的
な
「
問
」
が
直
ち
に

　
　
そ
の
ま
ま
で
「
答
」
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
一
－
そ
れ
へ
の
兆
は
色
々
な
点
に
現
れ
て
み
る
と
は
い
へ
i
到
ら
ぬ
）
。
さ
う
い
ふ
行
き
方
を

576　
　
　
　
　
　
弁
証
法
と
時
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
五
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58
6
　
　
「
翻
し
」
新
た
な
る
道
を
切
り
開
く
場
合
、
先
生
の
「
死
復
活
」
そ
し
て
亦
「
無
畜
愛
」
要
す
る
に
「
菩
薩
道
の
自
覚
」
と
い
ふ
立
場
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
根
本
の
立
場
と
な
る
と
思
は
れ
る
。
併
し
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
根
本
の
立
場
は
「
弁
証
法
の
論
理
」
に
化
せ
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
先
生

　
　
御
自
身
も
言
っ
て
を
ら
れ
る
如
く
、
ど
こ
ま
で
も
「
不
可
思
議
」
で
あ
り
「
不
可
得
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
不
可
得
」
の
処

　
　
か
ら
、
二
年
や
三
年
で
変
る
現
実
を
追
跡
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
底
に
あ
っ
て
容
易
に
は
変
ず
る
こ
と
の
な
い
現
実
の
二
相
を
、
つ
ま

　
　
り
○
霧
M
芝
器
糞
を
「
観
入
」
し
「
問
」
ひ
「
究
明
」
す
る
こ
と
が
哲
学
す
る
者
の
道
で
あ
り
、
実
践
で
あ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
、
学

　
　
恩
深
重
な
る
二
入
の
巨
匠
に
対
し
て
無
知
に
も
と
つ
く
異
見
を
立
て
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
、
　
「
歩
く
な
ら
自
分
の

　
　
　
　
（
昏
些
）

　
　
脚
で
歩
く
」
こ
と
を
切
図
さ
れ
た
先
生
の
根
本
精
神
は
そ
の
こ
と
を
吾
々
に
求
め
て
み
る
と
思
は
れ
る
。
　
（
一
九
六
三
・
二
・
八
）
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一
六
頁
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マ
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ル
メ
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一
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頁
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生
の
存
在
学
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法
か
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誓
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研
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四
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一
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貰
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三
頁
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存
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生
の
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の
弁
説
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か
、
五
頁
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生
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か
、
四
頁
。

生
の
存
在
学
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の
弁
証
法
か
、
二
九
頁
。

生
の
存
在
学
か
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法
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、
三
八
頁
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生
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法
か
、
五
頁
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九
頁
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生
の
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の
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法
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九
頁
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生
の
存
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の
弁
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法
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、
三
八
頁
。

生
の
存
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の
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法
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頁
。

実
存
と
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と
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頁
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マ
ラ
ル
メ
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書
、
　
一
六
四
頁
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U
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ω
舞
民
く
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ヨ
O
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斜
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H
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生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
、
三
照
頁
。

生
の
穿
在
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か
死
の
弁
証
法
か
、
三
八
頁
。

生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
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、
四
八
頁
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弁
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glaube，　daB　wir　einerseits　die　positive　Bedeutung，　welche　seine　philosophische

Apologetik　fur　das　Christentum　hat，　volistandig　erkemien　mifgen，　auch　voM

theologischen　Standpunkt　her，　aber　wlr　wiederum’doch　anderseits，

vom　selben　Standpunl〈t　her，　klar　machen　sollen，　daB　es　eine　Grenze　in　seiner

p　h　i　1　o　s　o　p　h　i　s　c　h　e　n　Apologetik　gibt，　die　er　selbst　bekennen　muBte，　und

in　welchem　Sinne　dlese　Grenze　besteht．　Und　solche　Erwagung　wird　uns

vielleicht　zum　Problem　fthren，　wie　es　mit　dem　Verhaltnis　zwischen　der

Philosophie　des　Todes　und　der　Theologie　des　Todes　steht．

Dia甚ekt養k　und　Zei童

一Eine　Anmerkung　ttber　die　Differenz　des　DenkeRs

von　Tanabe　und　Heidegger一

uon　K6ichi　Tsujimura

Es　war　durch　den　Aufsatz　von　Prof．　Tanabe　liber　“Neue　Wendung　in　der

Phanomenologie－Heideggers　Phanomenologie　des　Lebens一”　（ver6ffentlicht

zuerst　1924，　jetzt　in　seinen　“Slimtlichen　Werken”　Bd．　IV．　S．　17－S．　34，　Tokyo，

1963），　daes　der　Name　wie　auch　der　Gedanke　dieses　Denkes　zum　erstenmal

uns　in　Japan　bekannt　wurde．　Seitdem　ist　das　Denken　Heideggers　fur　das

Tanabes　bis　zu　seiner　letzten　Arbeit　an　der　“Philosophie　des　Todes”　（einem

noch　nicht　ver6ffentlichten　NTachlaS）　stEndig　einer　derjenigen　Gedanken　ge－

blieben，　die　von　ihm　eine　jeweils　erneute　Aneignung　und　Auseinandersetzung

verlangt　haben．　Deshalb　ist　hier　zum　Andenken　an　ihn　eine　lcleine　Anmer－

kung　unter　dem　obengenannten　Titel　gewagt　worden．　一

Der　Titel，　dessen　beide　Worte　je　den　Wesensort　der　genan撹en　Denker

nennen，　soll．　elnen　Teil　des　Versuches　anzeigen，　der　1）lfferenz　ihres　Denkens

ein　wenig　nachzugehen．　Um　sie　ans　Licht　zu　bringen，　ist　zuerst　eine

Gegengberstellung　der　von　ihnen　beiden　jeweils　in　verschiedener　Weise

ausgeftthrten　lnterpretationen　zum　Parmenideischen　Satz　versucht　worden，

der　lautet：　Tb　rdip　crDTb　voa？y　eaTiv　TE　ita2　egvexe　（Fr．　3）．
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　　Die　ldentitat　von　Denken　undi　Sein，　oder　1〈urz　gesagt，　“Sein　und　Denl〈en”

ist　nach　Heideggers　Einsicht　“der　Leittitel　der　metaphysischen　Bestimmung

des　Seins　des　Seinden”，　wobei　das　Wesen　der　ldentitat　gerade　deswegen

nlemals　dureh　die　Metaphysik　in　geh6riger　Weise　ist　gedacht　worden．　Die

Identitat　aber　west　durch　das　Denl〈en　Heideggers　zunachst　dls　“Zusammen　g　e－

h6ren”　von　Sein　und　Denl〈en，　in　welchem　Verhaltnis　sich　das　Sein　gleichzeitig

mit　einer　Verwandlung　des　Denlscens　selbst，　d．　h．　mit　der　des　“metaphysischen”

eurch　den　“Sprung　des　Denl〈ens”　zum　“Andenken”　an　den　anderen　Anfang，

in　die　“Wahrheit　des　Seins”　kehrt．　Dieses　“Zusammen　g　e　h　6　y　e　n”，　das　also

nicht　mehr　als　“Z　u　s　a　m　m　e　n　geh6ren”　metaphysisch－dialektisch　zu　denl〈en　ist，

erblitzt　zu　geh6riger　Zeit－als　“Ereignis”．　Das　“Ereignis”，　“Eraugnis”，

“Erblicken”，　das　heiSt　hier　“Einblick　in　das，　was　ist”　in　der　Weise　des

“Erblitzens”　dessen，　was　heute　rund　um　den　Erdball　ist．　Ohne　in　dieses

schwer　zu　sagende　Verhaltnis，　in　dem　wlr　doch　schon　denkend　sind，　vLTeiter

einzu．crehen，　k6nnten　wlr　vielleicht．　dieser　Heideggerschen　lnterpretation　zu

jenem　Satz　eines　anmerlgen，　das　heigt　；　“das　Selbe”　zeigt　sich　als　“Ereignis”，

welches　aber　als　“Einblick　in　das，　was　i　s　t”　in　sich　schon　die　ursprifnglich

sich　zeitigende　ldentitat　von　Sein　und　Denlscen　ist．　Also　ist　das　Wesen　der

Identitat　“ein　Eigentum　des　Er－eignisses”．　Einen　solchen　nicht　mehr

metaphysischen　Bereich　zu　erreichen　vermag　nicht　die　Dialektik，　die　als

“Gesprlich　zwischen　Sein　und　Seiendem”　in　der　Metaphysilc　bleibt．　DesNvegen

muB　die　Dialektil〈　von　dem　ereignishaften　Denken　Heideggers　her　als　“eine

echte　philosophische　Verlegenheit”　oder　als　ein　“Ausweg”　gekennzeichnet

werden，　der　vor　den　Sachen　und　dem　Sachverhalt　ausweicht．

　　Dagegen　versteht　und　denkt　Tanabe　den　genannten　Satz　folgendermaBen

d三ale1〈t三sch．　Unter　Berufung　auf　die　Worte　im　Fr。6，　die　lauten：卿照φ叙α，

oEg　To”　ne’？LEcv　Te　rccri　oDrc　egvae　rcrabT6v　pev6ptcaras　rcob　TaabT6v，　und　mit　gleich’L’eitiger

Betonung　auf　einen　dem　menschlichen　Denken　unumgtin．crlighen　Doxa－

Charakter　versucht　er　den　Satz　wie　folgt　zu　interpretieren：　“Denken　und

Sein　s三nd　das　Selbe　und　zugle三ch　nicht　das　Selbe．”　Er　untersche三det　da1）e圭

dem　Wesenszug　seines　dialektischen　Denkens　gemaB　die　“ldentitat　von　Denl〈en

und　Sein　i　m　9　e　n　l〈en”　（a］so　die　ideale　ldep－tittit）　von　der　“ldentittit　von
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Denken　und　Sein　i　m　S　e　i　n♪’（also　der　ideal－realen王dentittit），　wobei　die　erstere

f廿rsich　a11ein　keine　Gewtihr飯die　letztere　gibt．　Wegen　dieses　Zwiespaltes

der工dentitat　muβsie　selber　zugleich　die“Nichtidentit琶t”bleibe鼓．　Diese

‘‘

､dentitat（qua　Nichtidentit護t），，　erfordert　uns　die’‘‘Handlung，，，　in　welcher　sie

sich　leweiis　realisiert　und　bezeugt．　Dazu　muB　die　H：andlung，　die　inmitten　des

Denkens　und　Seins　die　be三den　zur　gek：ennzeichneten王dentiti’t　vermittelt，

diejenige　sein，　in　der　Handelnde　sich　selbst‘‘abstirbt　und　aufersteht．”（Vg1．

den　Spruch　oder　vielmehr　den　Zuspruch：“Wer　se魚Leben　erhaltea　wi11，　der

wird　es　verlieren；wer　aber　sein　Leben　verliert，　der　wird　es　finden”．　Dies

zeigt　am　deutlichsten　den　Begr遜der　Handlung　bei　Tanabe　so　w三e　seine

Grundhaltung．）Ein　solches　Handeln，　d．　h．　das‘‘Sterben　qua　Aufersteheガ’

aber　wird　nicht　f廿r　sich　allein　mδglich，　sondern　nur　verm6ge　des‘‘Absoluten

Nichts　qua　Liebe”erm6glicht．“Das　Absolute　Nichts　qua　Liebe”，　als　welches

Tanabe　am　letzten　Orte　jenes‘‘Selbe”und　d．　h．　hier　die‘‘ldentit琶t　qua

Nichtidentitat（also　qua　Zerrisse曲eit）’，　i跳erpret玉ert，　e且tspricht　u難ge撚hr　der

δκκ6レωσごgGottes重n　der　christlichen　Theologie．　Also　k6nnten　wir　zun鼓chst

Tanabes王nterpretation　zu　je惣em　Satz　dergestalt　verstehen，　daB‘‘das　Selbe”

f慧r三hn“das　Absolute　Nichts　qua　Liebe”bedeutet，　und“Denken　und　Se呈n，’

ein　jeweiliges‘‘Handeln”，　das　als“Sterben　qua　Auferstehen”三n　sich　nur

dialektischermδglicht　wird，　Er　denkt　auch　das　Wesen　der“Zeit”，　d．　h．　das

“An－und　Abweseゴ’unter　dem◎ben　genannten　Gesichtspunkt　der　Handlung

dialektisch，　ja　als‘‘Konkretion（ler　D三alektik　selbst”．

　　Der　Begriff　der‘‘Diale1（tik”wie　auch　der　der‘‘Zeit”ist　bei　den　beiden

Denken　grundverschieden．　Vom　Heideggerschen王）enken　des］Ereignisses　her

gesehen、　bleibt　das“dialel〈tlsche”Denke鍛Tanabes，　das　seit　seiner‘りPhilosoph圭e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　の
als　Meta－Noetik”（1945）e漉“Uberwindung－der　Metaphysik”versucht　hat，

doch漁“metaphysischen”Denken　verstrickt．　Das　mUssen　wir，　w三e　mir

6cheint，　gew’issermaBen　zugestehen．　Dabei　m菰ssen　wir　aber　darauf　Acht

geben，　daB　er　Seine　Dialektik　alS　‘‘TOdeSdialektik’，　vOn　der　biSherigen　SCharf

unterscheidet．

　　Von　der　Todesclialel｛ti1〈Tanabes　her　gesehen，　bleibt（las　Hei（玉eggersche

Denken，　in　de、m　der　Tod　das　unvergleichliche　Gewicht　hat，　doch　im　Denken
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des　Seins，　weil　es　auf　die　im　Wesen　der　｝landlung　als　“Sterben　qua　Aufer－

stehen”　enthaltene　Dialektik　noch　nicht　eine　geh6rige　Rtieksicht　nimmt．　Das

erregt　mir　eine　Besinnung．

　　Der　“Kern　der　Dialel〈tik”　und　d．　h．　hier　der　“Todesdialektik”　bei　Tanabe

liegt，　wie　er　selber　sagt，　im　“Sterben　qua　Auferstehen”，　das　sich　durch　die

jeweilige　Handlung　als　ihr　Wesen　bezeugt．　Auch　“den　Kern　der　Dialektik”，

d．　h．　“Sterben　qua　Auferstehen”　denkt　Tanabe　aber　dialektisch．　Das　scheint

mir　fraglich　d．　h．　eine　Verstiegenheit　seiner　Dialektik　zu　sein．　Die　“Ver－

wandlung　des　Denkens”　bei　Heidegger　ereignet　sich　durch　den　“Sprung　des

Denkens”．　Unter　Vorbehalt　anderer　Verschiedenheiten　k6nnten　wir　vielleicht

sagen，　daB　der　“Sprung　des　Denkens”　die　entsprechende　Stelle　im　Heideg－

gerschen　De磁en　hat，　w玉e　das“Sterben　qua　Aufersteheゴ’im　Denken　Tanabes．

Es・bleibt　mir　eine　Frage，　ob　der　“Sprung　des　Denkens”　noch　ein　Denl〈en　sei

oder　nicht．　Heidegger　sagt　vom　“Sprung　des　Denkens”　：　“durchspringen　wie

eine　Flamme”．　Wenn　diese　Flamme　jenes　groSe　Feuer　ware　das　alles　Denken

verzehrend　vernichtet　und　zugleich　als　Lichtquelle　jedes　Denken　ursprttnglich

entspringen　li1Bt，　so　ware　der　“Sprung　des　Denl〈ens”　kein　Denken　mehr，　sondern

g｝eichsam　ein　“Sterben　qua　Auferstehen”　des　Denkens．　Und　jenes　“Zwischen，

das　wir　im　Sprung　in　gewisser　Weise　tiberspringen　oder　besser　gesagt：

durchspringen　wie　eine　Flamme”，　（Der　Satz　vom　Grund，　S．　106）　wtire，　wie

wir　Japaner　verstehen　1〈6nnten，　das　“Absolute　Nichts”　im　Sinne　der　bud－

dhistischen　“Leere”，　die　oft　als　“groeses　Feuer”　bezeichnet　ist．

　　Diese　Zusammenfassung　der　1〈leinen　Anmerkung　muts　ich　jetzt　mit　dem

vorlaufigen　Hinweis　auf　die　folgenden　Punkte　schlieSen．　1．　Solange　die

Dialektilrin　der　Metaphysik　als　ihr　Eigentum　bleibt　vermag　sie　nicht　den

Bereich　des　Heideggerschen　Denkens，　d．　h．　“Sein　u　n　d　Zeit”，　d．　h．　das　“Ereignis”

zu　erreichen．　Deswegen　ist　es　auch　im　Wesen　unm6glich，　die　“Zeit”　aus　der

Dialel〈tik”　als　“ihre　Konkretion”　zu　denl〈en．　2．　Aber　im　“Kern　der　Todes－

dialel〈tik”　’1”anabes，　den　er　auch　dialektisch　zu　denl〈en　xTersucht，　liegt　das

Eine，　das　ei．crentlich　nicht　mehr　dialel〈tisch　zu　denken　ist，　weil　es　tiberhaupt

weder　Denken　noch　Sein　ist．　Dieses，　das　Ganz　Einfache，　das　vermutlich　im

geheimen　Zusammenhang　mit　dem　“Geheiinnis”　oder　dem　“Entzug”　im
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“Ereignis”　steht，　d．　h．　das　obengenannte　“Zwischen”　oder　die　“Flamme”

bleibt　lm　Wesen　auch　fUr　das　Denken　Heideggers　“eine　Frage”，　wie　er　selber

sagt．　3．　Es　wtirde　vielleicht　fifr　uns　eine　unerlaBliche　Aufgabe，　aus　diesem

Einen，　d．　h．　aus　dem　Wahren　schlechthin　noch　einmal　das　Wesen　der　“Zeit”

und　des　“Erei．ffnisses”　wie　auch　das　der　“Dialektik”　und　der　“Metaphysilsc”

zu　denken．
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