
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
有
限
性
と
存
在
論
的
認
識

加
　
藤
　
篤
　
子

　
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
と
し
て
解
釈
す
る
。

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

こ
れ
は
人
間
の
自
然
的
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
を
、
『
存
在
と
時
間
』
に
定
位
し
て
基
礎
存
在
論
的
に
構
成
す
る
こ
と
を
も
含

意
す
る
。
形
而
上
学
の
学
的
確
立
の
た
め
に
カ
ン
ト
が
提
起
し
た
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
の
可
能
性
」
の
問
い
を
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
「
存
在
論
的
認
識
の
理
論
」
と
解
し
、
さ
ら
に
形
而
上
学
全
体
の
基
礎
と
し
て
の
「
存
在
論
」
そ
の
も
の
の
根
拠
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ

を
企
投
す
る
。
以
下
に
、
そ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
に
即
し
つ
つ
、
「
有
限
性
」
に
お
い
て
超
越
を
可
能
と
す
る
は
ず
の
「
存
在

論
的
認
識
」
を
取
り
出
し
て
み
た
い
。

一1一

一

　
　
　
ヘ
　
　
へ

認
識
の
根
源
が
そ
れ
自
体
は
主
題
で
は
な
く
す
で
に
自
明
的
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
カ
ン
ト
に
お
け
る
問
題
だ
と
ハ



，

ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
「
人
間
」
の
「
純
粋
理
性
」
し
か
も
そ
の
「
有
限
性
」
が
本
質
的
だ
。
「
最
も
有
限
な
も
の
が
そ
の
有
限
性
に

お
い
て
確
か
に
熟
知
さ
れ
て
い
る
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
」
（
・
。
・
。
O
）
。

　
「
認
識
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
媒
介
を
通
じ
て
対
象
に
関
係
す
る
に
も
せ
よ
、
認
識
が
対
象
に
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

接
に
関
係
す
る
た
め
の
通
路
、
ま
た
す
べ
て
の
思
惟
が
媒
介
と
し
て
目
ざ
す
も
の
は
直
観
で
あ
り
」
（
〉
一
㊤
り
u
u
°
。
G
。
）
、
思
惟
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
内
的
構
造
上
直
観
が
目
ざ
す
も
の
に
奉
仕
す
る
。
両
者
は
表
象
作
用
と
し
て
本
質
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
孤
立
し
て
は

ヘ
　
　
へ

認
識
を
成
立
さ
せ
な
い
。
こ
の
洞
察
か
ら
「
認
識
は
思
惟
的
直
観
で
あ
る
」
（
・
。
・
。
）
と
定
式
化
さ
れ
る
。

　
ヘ
　
　
　
へ

　
有
限
な
認
識
は
創
造
的
で
な
い
。
「
直
観
さ
れ
る
対
象
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
謡
）
。
人
間
の
直
観
の
有
限
性
は

「
受
容
性
」
に
存
す
る
。
人
間
は
「
す
で
に
存
在
す
る
も
の
の
只
中
に
実
存
し
こ
れ
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
る
が
故
に
」
（
・
。
切
）
存
在
者

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

の
受
容
の
た
め
に
感
官
を
必
要
と
し
感
性
的
で
あ
る
。
「
感
性
」
が
感
覚
論
的
に
で
は
な
く
存
在
論
的
に
解
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

験
的
で
な
い
感
性
」
（
切
H
ミ
参
照
）
の
可
能
性
が
開
け
る
。
「
思
惟
と
直
観
と
の
綜
合
が
遭
遇
す
る
存
在
者
を
対
象
と
し
て
顕
わ
に

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
」
（
b
o
刈
）
。
綜
合
の
構
造
的
統
一
の
開
明
を
通
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
対
象
認
識
の
可
能
性
を
存
在
論
的
に
開
示
し
よ
う
と
す
る
。

　
「
有
限
な
も
の
と
し
て
存
在
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
お
り
存
在
者
の
受
容
に
依
存
し
て
い
る
人
間
が
、
あ
ら
ゆ
る
受
容
に
先
立
っ

て
し
か
も
存
在
者
の
創
造
者
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
存
在
者
を
ど
う
し
て
認
識
し
う
る
の
か
」
換
言
す
れ
ぽ
「
超
出
（
超
越
）

し
う
る
か
」
（
お
）
。
カ
ン
ト
の
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
の
可
能
性
」
の
問
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
読
み
換

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

え
ら
れ
る
。
超
越
を
可
能
と
す
る
綜
合
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
と
し
て
純
粋
直
観
で
あ
り
、
有
限
な
も
の
と
し
て
純
粋
思
惟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ

規
定
を
必
要
と
す
る
。
『
超
越
論
的
感
性
論
』
は
外
感
、
内
感
の
形
式
で
あ
る
空
間
と
時
間
を
純
粋
直
観
だ
と
し
、
更
に
「
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
す
べ
て
の
現
象
一
般
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
制
約
で
あ
る
」
（
》
。
。
♪
切
8
）
と
い
う
。
こ
こ
に
時
間
の
一
つ
の
普
遍
的
な
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も
　
　
へ

純
粋
直
観
と
し
て
の
優
位
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
「
ど
の
よ
う
に
時
間
が
…
…
暫
定
的
特
徴
づ
け
よ
り
一
層
根
源
的
に
開
示
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
か
」
（
＆
）
を
証
示
す
る
た
め
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
時
間
に
定
位
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
純
粋
思
惟
は
形
式
も
内
容
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
「
純
粋
概
念
」
と
し
て
、
古
来
「
範
疇
」
と
呼
ば
れ
、
体
系
的
多
義
的
な
存
在

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

論
的
述
語
の
性
格
を
も
つ
。

二

ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
カ
ン
ト
は
認
識
要
素
を
孤
立
化
さ
せ
て
か
ら
、
そ
の
根
源
的
本
質
統
一
の
「
如
何
に
」
を
『
演
繹
』
に
お
い
て
証
示
し
よ
う
と

す
る
か
で
あ
る
。

　
「
…
…
空
間
と
時
間
は
ま
た
対
象
の
概
念
を
も
触
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
自
発

性
は
、
こ
の
多
様
が
ま
ず
或
る
仕
方
で
通
観
さ
れ
、
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
結
合
さ
れ
て
そ
こ
か
ら
認
識
が
形
づ
く
ら
れ
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

要
求
す
る
。
こ
の
働
き
を
私
は
綜
合
と
名
づ
け
る
」
（
》
日
↓
”
　
b
d
一
〇
N
）
。
「
純
粋
思
惟
は
常
に
思
惟
を
触
発
す
る
時
間
の
前
に
置
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

れ
て
お
り
」
（
紹
）
こ
の
純
粋
直
観
へ
の
依
存
性
が
純
粋
直
観
の
「
共
観
」
を
要
求
す
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
す
る
。
こ
こ
に
は
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

へ
　
　
う

互
的
な
綜
合
の
準
備
が
あ
り
、
綜
合
に
お
い
て
二
つ
の
要
素
が
そ
れ
自
身
で
会
合
し
純
粋
認
識
の
本
質
統
一
を
形
成
す
る
。
「
綜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

合
は
直
観
の
事
柄
で
も
思
惟
の
事
柄
で
も
な
い
」
（
＄
）
。
い
わ
ぽ
両
者
の
「
問
」
を
媒
介
し
つ
つ
両
老
と
親
和
性
を
も
つ
表
象
作

恥
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
や
が
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
お
よ
そ
綜
合
は
構
想
力
の
単
な
る
作
用
で
あ
り
」
「
心
の
不
可
欠
な
機
能

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
れ
で
あ
る
」
（
〉
刈
Q
Q
”
　
b
u
一
〇
ω
）
と
カ
ン
ト
が
「
構
想
力
」
を
導
入
す
る
。
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
純
粋
綜
合
は
純
粋
直
観
の
共
観
と
同
時
に
主
導
的
な
統
一
へ
の
顧
慮
を
必
要
と
す
る
。
綜
合
は
統
一
を
予
め
そ
れ
自
体
と
し
て

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
般
的
に
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
統
一
を
「
概
念
に
持
ち
来
た
し
」
（
〉
刈
c
o
曽
　
切
一
〇
蔭
）
自
ら
に
統
一
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
純
粋
綜
合
は
「
純
粋
直
観
に
お
い
て
純
粋
に
共
観
的
に
働
き
、
同
時
に
純
粋
思
惟
に
お
い
て
純
粋
に
反
省
的
に
働
く
」
（
8
）
。

す
べ
て
の
対
象
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
た
め
に
第
一
に
「
純
粋
直
観
の
多
様
」
、
第
二
に
「
構
想
力
に
よ
る
多
様
の
綜
合
」
、
一

第
三
に
「
統
一
を
与
え
る
た
め
に
悟
性
に
基
づ
く
諸
概
念
」
（
》
刈
Q
。
廿
切
δ
醐
）
の
三
要
素
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
統
一
的
綜
合

作
用
は
「
多
肢
的
な
合
一
作
用
な
ら
び
に
統
一
作
用
の
根
源
的
に
豊
か
な
全
体
」
（
①
一
）
と
し
て
直
観
お
よ
び
思
惟
と
し
て
同
時
に

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

働
く
そ
の
自
同
性
が
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
綜
合
は
働
き
と
し
て
そ
れ
自
身
に
即
し
て
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
対
応
し
て
範
疇
も
孤
立
的
要
素
と
し
て
働
い
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
有
限
な
認
識
の
関
係
性
は
気
づ
か
れ
て
い
な

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
ら
、
常
に
思
惟
要
素
に
定
位
さ
れ
、
そ
の
た
め
超
越
論
的
に
転
換
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
伝
統
的
論
理
学
性
を

保
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
だ
と
言
う
。

　
「
存
在
論
的
な
o
暮
o
ざ
ゆ
q
δ
o
げ
ー
こ
こ
で
は
常
に
前
存
在
論
的
な
く
o
「
o
暮
9
0
σ
Q
δ
o
げ
ー
認
識
が
、
　
一
般
に
有
限
な
存
在
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
人
間
）
に
存
在
物
そ
の
も
の
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
対
立
し
う
る
こ
と
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」
（
雪
）
。
有
限
存
在
者
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ぬ

「
～
に
対
立
さ
せ
つ
つ
向
か
う
」
と
い
う
根
本
能
力
を
必
要
と
し
（
①
刈
）
、
そ
こ
に
お
い
て
何
か
が
初
め
て
対
応
し
う
る
場
面
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

自
ら
予
め
保
持
す
る
。
こ
れ
が
「
存
在
者
に
対
す
る
す
べ
て
の
有
限
的
な
関
係
を
特
質
づ
け
る
超
越
で
あ
る
」
（
①
刈
）
と
さ
れ
る
。

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

有
限
な
認
識
は
受
容
的
直
観
で
あ
り
規
定
的
思
惟
を
必
要
と
す
る
。
思
惟
は
超
越
に
お
い
て
何
に
奉
仕
す
る
の
か
。

　
「
対
立
さ
せ
な
が
ら
ー
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
形
成
し
つ
つ
ー
～
に
向
か
う
」
と
い
う
超
越
の
三
元
的
構
造
に
お
い

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

て
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
（
純
粋
に
）
何
か
が
対
立
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
何
な
の
か
。
そ
れ
は
存
在
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
「
対
立
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

さ
せ
る
こ
と
L
が
「
無
の
う
ち
へ
自
ら
を
引
き
入
れ
て
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
表
象
作
用
は
無
の
か
わ
り
に
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

た
無
の
内
部
に
お
い
て
、
無
で
な
い
も
の
、
換
言
す
れ
ば
存
在
者
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
ー
そ
の
よ
う
な
も
の
が
経
験
的
に
与

え
ら
れ
る
場
合
に
は
ー
遭
遇
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
＄
）
。
カ
ン
ト
は
「
認
識
の
そ
の
対
象
へ
の
関
係
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
の
思
想
が
或
る
必
然
性
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
見
い
出
す
」
（
〉
δ
軽
）
と
い
う
。
気
ま
ぐ
れ
に
抵
抗
す
る
も
の
が

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

告
知
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
遭
遇
す
る
も
の
は
、
こ
の
存
在
の
先
行
的
抵
抗
性
の
強
要
に
よ
っ
て
「
予
め
一
致
す
る
よ
う
に
強
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
」
（
刈
O
）
。
こ
の
先
行
的
恒
常
的
な
統
一
へ
の
総
括
は
「
概
念
的
表
象
」
（
ざ
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
ら
対
立
さ
せ
る
作
用

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

が
概
念
の
根
源
作
用
で
あ
り
、
悟
性
が
予
め
抵
抗
す
る
も
の
を
与
え
る
。
「
予
め
規
制
す
る
よ
う
拘
束
を
自
ら
に
表
象
す
る
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
し
て
悟
性
は
「
規
則
の
能
力
」
（
謡
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
悟
性
は
直
観
を
予
め
規
制
し
う
る
も
の
と
し
て
、
最
高
の
能
力
で

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

は
な
い
か
。
悟
性
の
直
観
へ
の
奉
仕
的
地
位
は
ど
う
な
る
の
か
。
悟
性
は
対
立
さ
せ
る
作
用
に
お
い
て
「
至
高
の
有
限
者
で
あ

る
」
（
謁
）
と
言
わ
れ
る
。
純
粋
悟
性
の
こ
の
根
源
作
用
に
お
い
て
こ
そ
、
悟
性
の
直
観
へ
の
依
存
性
が
最
も
尖
鋭
化
さ
れ
る
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
そ
の
場
合
こ
の
直
観
は
も
は
や
経
験
的
直
観
で
は
あ
り
え
ず
、
純
粋
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
純
粋
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

性
は
悟
性
と
し
て
純
粋
直
観
の
奴
隷
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
依
然
と
し
て
経
験
的
直
観
の
主
人
で
あ
り
う
る
」
（
刈
N
）
。
と
予

へ示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
統
一
を
予
持
す
る
表
象
作
用
は
統
一
を
「
自
ら
を
拘
束
す
る
」
「
自
同
的
な
も
の
」
と
し
て
自
ら
に
顕
わ
に
し
、
そ
れ
に
対
し

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
或
る
も
の
が
抵
抗
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
関
わ
り
う
る
。
他
方
こ
の
表
象
作
用
は
必
然
的
に
「
私
は
思
惟
す
る
」
と
し
て
純
粋
な

「
自
己
意
識
」
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
は
対
象
性
の
場
面
形
成
に
際
し
て
「
超
越
論
的
統
覚
」
（
諺
δ
刈
）
と
し
て
働
く
（
δ
）
。
こ
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

統
覚
も
存
在
者
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
「
表
象
さ
れ
た
統
一
が
い
ま
や
遭
遇
す
る
存
在
者
を
期
待
す
る
」
「
な
お
合
一
さ
れ
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

て
い
な
い
も
の
を
合
一
す
る
本
質
的
傾
向
を
は
ら
む
」
（
♂
）
と
言
わ
れ
る
。
「
統
一
は
綜
合
を
前
提
し
ま
た
は
包
含
す
る
」
（
》
一
一
。
。
）
。

綜
合
が
構
想
力
に
依
る
以
上
、
超
越
論
的
統
覚
は
本
質
的
に
構
想
力
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
「
統
覚
の
前
に
あ
る
構
想
力
の

純
粋
な
（
産
出
的
）
綜
合
の
必
然
的
統
一
の
原
理
が
、
す
べ
て
の
認
識
、
特
に
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
」
（
》
一
一
。
。
）
。
純
粋

綜
合
は
ア
・
ブ
リ
オ
リ
に
合
一
し
、
か
つ
合
一
す
る
も
の
を
も
自
ら
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
「
予
め
純
粋
に
受
容
し
つ
つ
与
え
る
」
の
は
普
遍
的
直
観
と
し
て
の
時
間
の
性
質
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
時
間
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
関
係
は
原
則
的
言
及
だ
け
で
、
た
だ
「
す
ぺ
て
の
心
性
の
変
様
は
…
…
時
間
に
従
属
し
て
お
り
…
…
」
（
〉
⑩
り
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
続
い
て
論
究
は
経
験
的
な
も
の
か
ら
出
発
し
、
悟
性
と
現
象
と
の
「
範
疇
」
を
介
し
て
の
必

然
的
連
関
の
開
明
に
移
る
。
こ
こ
で
対
象
成
立
の
た
め
に
は
構
想
力
に
は
「
純
粋
統
覚
が
加
わ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
》
一
鐸
）

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
「
純
粋
構
想
力
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
は
一
方
で
は
直
観
の
多
様
を
、
他
方
の
純
粋
統
覚
の
必
然
的
統
一
の
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

約
と
結
合
す
る
」
（
》
一
b
。
劇
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
純
粋
綜
合
の
媒
介
的
形
式
作
用
が
原
則
的
に
開
示
さ
れ
構
想
力
の
中
間
項
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
る
。
純
粋
綜
合
に
よ
る
純
粋
認
識
は
、
有
限
な
存
在
者
に
必
然
的
な
対
象
性
の
場
面
を
先
行
的
に
開
発
す

る
が
故
に
「
存
在
論
的
認
識
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
。

　
カ
ン
ト
に
お
け
る
『
演
繹
』
の
必
然
性
は
、
「
単
な
る
概
念
」
に
よ
る
「
特
殊
形
而
上
学
」
に
純
粋
概
念
（
範
疇
）
の
ア
・
プ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

リ
オ
リ
な
存
在
的
認
識
の
超
越
が
存
す
る
故
に
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
純
粋
概
念
の
権
能
が
訴
訟
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
範

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

疇
の
権
能
は
、
そ
の
本
質
か
ら
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
範
疇
は
想
念
で
は
な
く
、
本
質
的
に
純
粋
綜
合
し
た
が
っ
て
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

粋
直
観
に
依
存
し
て
お
り
共
に
「
超
越
」
を
構
成
す
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
存
在
論
的
述
語
と
し
て
「
対
象
の
規
定
」
換
言
す
れ

ば
「
有
限
な
存
在
者
に
遭
遇
す
る
限
り
で
の
存
在
老
」
の
規
定
で
あ
り
、
決
し
て
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
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三

ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
認
識
は
第
一
次
的
に
直
観
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
超
越
」
を
完
全
に
開
明
す
る
た
め
に
は
、
純
粋
悟
性

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
純
粋
構
想
力
の
純
粋
直
観
へ
の
関
係
が
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
『
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
性
に
つ
い

て
』
の
章
（
〉
一
。
。
8
切
ミ
①
）
で
「
範
疇
の
も
と
へ
の
現
象
の
可
能
的
な
包
摂
」
の
問
い
と
し
て
導
入
す
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
「
超
越
」
の
「
地
平
」
の
自
己
－
形
成
が
そ
の
最
も
内
的
な
生
起
と
し
て
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
遭
遇
す
る
存
在
者
の
受
容
を
予
め
可
能
と
す
る
た
め
に
は
「
遭
遇
の
地
平
そ
れ
自
身
が
呈
示
性
格
を
も
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
。
。
①
）
。

「
地
平
」
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
呈
示
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
一
般
を
「
予
め
形
成
し
つ
つ
自
ら
に
保
持
」
（
o
。
①
）
し
、
そ
う
し

て
初
め
て
対
象
性
の
地
平
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
。
し
か
し
こ
の
機
能
を
果
し
う
る
た
め
に
は
、
こ
の
呈
示
性
格
が
「
直
観
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
直
接
に
受
容
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
Q
o
①
）
、
　
つ
ま
り
地
平
は
自
ら
を
認
知
し
う
べ
き
純
粋
な
形
観
と
し
て
呈
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
有
限
な
悟
性
は
対
象
性
そ
の
も
の
（
地
平
）
を
直
観
的
に
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
い
み
で

「
純
粋
直
観
に
基
づ
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
。
。
圃
）
。

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

　
地
平
の
直
観
的
形
成
は
有
限
な
も
の
故
に
感
性
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
他
方
で
対
立
さ
せ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
合
一
を
規

　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

制
す
る
統
一
そ
の
も
の
（
純
粋
概
念
）
の
表
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
超
越
」
は
「
純
粋
悟
性
概
念
の
感
性
化
」
（
。
。
。
。
）
に
お
い

て
生
起
す
る
。
純
粋
感
性
に
お
い
て
「
直
観
さ
れ
る
も
の
」
は
「
受
容
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
形
観
が
形
成
さ
れ
る
も
の
」
（
。
。
。
。
）

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
如
何
な
る
性
格
か
。
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
へ
　
　
も
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
あ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
経
験
的
概
念
の
場
合
、
例
え
ば
こ
の
知
覚
さ
れ
た
家
は
ど
の
よ
う
に
家
一
般
の
形
観
を
示
す
の
か
。
こ
こ
で
は
経
験
的
に
ど
う

見
え
る
か
と
い
う
様
式
の
み
が
知
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
目
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
コ
般
に
ど
う
見
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

規
制
し
予
記
す
る
も
の
」
（
り
一
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
に
つ
い
て
の
徴
表
の
単
な
る
枚
挙
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
連
関
が
一
つ

の
経
験
的
な
形
観
に
属
す
る
こ
と
を
規
制
す
る
「
規
則
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
仕
方
に
お
い
て
の
み
思
念
さ
れ
る
（
㊤
・
。
）
。
一
般
に

ミ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ

概
念
の
統
一
は
「
規
則
が
可
能
的
な
形
観
へ
の
記
入
を
規
制
す
る
仕
方
を
表
象
す
る
こ
と
」
（
ゆ
N
）
に
よ
っ
て
し
か
表
象
さ
れ
な
い
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
故
概
念
的
に
表
象
す
る
と
は
、
「
可
能
的
な
形
観
供
与
の
規
則
を
そ
の
規
制
の
仕
方
に
お
い
て
予
め
与
え
る
こ
と
」
（
8
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
え
る
。
そ
の
場
合
こ
の
概
念
的
表
象
作
用
は
可
能
的
な
形
観
に
構
造
的
に
必
然
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

有
の
仕
方
の
「
感
性
化
」
（
露
）
と
い
え
る
。
こ
れ
は
概
念
の
直
接
的
な
形
観
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
統
一
も
主
題
的
に
思
念

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
統
一
か
ら
眼
を
背
け
て
「
そ
れ
が
行
う
規
則
の
規
定
作
用
」
に
眼
を
向
け
る
場
合
に
の
み
、
統
一
が
規
則

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

的
な
も
の
と
し
て
本
質
的
に
予
め
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
が
本
来
の
概
念
作
用
と
い
え
、
特
定
の
現
存
す
る
も
の
に
拘
束
さ
れ
ず
自

ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

由
に
形
像
供
与
と
し
て
感
性
化
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
構
想
力
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
図
式
」
（
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

窓
ρ
o
σ
一
お
）
と
名
づ
け
、
図
式
形
成
の
遂
行
を
「
図
式
性
」
（
〉
一
心
O
暢
　
し
ロ
一
刈
り
）
と
よ
ぶ
。
確
か
に
図
式
は
形
像
と
区
別
さ
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
必
然
的
に
形
像
性
格
が
属
す
る
。
形
像
は
い
ず
れ
個
別
的
と
い
う
相
貌
を
有
し
、
図
式
は

あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
般
的
規
則
の
統
一
を
意
図
と
し
て
も
つ
（
8
）
。
し
た
が
っ
て
図
式
は
そ
の
形
像
性
格
を
看
取
し
う
る
形
像
内
容
か
ら
始
め
て
得

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
の
で
は
な
く
、
規
則
を
可
能
的
な
直
観
性
の
範
囲
に
持
ち
込
む
そ
の
仕
方
か
ら
得
る
。
そ
れ
故
概
念
の
感
性
化
は
特
有
な
形
像

ヘ
　
　
へ

供
与
で
あ
り
、
普
通
の
形
像
的
表
示
の
類
推
か
ら
は
把
握
さ
れ
な
い
。
ま
し
て
そ
れ
に
還
元
さ
れ
え
な
い
。
逆
に
事
物
の
直
観
的

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

形
像
化
は
図
式
性
と
い
う
仕
方
の
概
念
の
可
能
的
感
性
化
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
と
い
え
る
。
有
限
な
認
識
は
必
然
的
に
概
念
的
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら

で
あ
り
、
こ
の
家
の
直
接
的
な
知
覚
の
う
ち
に
す
で
に
家
一
般
へ
の
図
式
的
予
見
が
必
然
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
の
み
遭
遇
す
る
も
の
が
家
と
し
て
自
ら
を
示
し
眼
前
に
あ
る
家
と
い
う
形
観
を
呈
し
う
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
純
粋
概
念
の
場
合
も
、
純
粋
に
対
立
さ
せ
る
作
用
に
お
い
て
対
立
す
る
も
の
が
抵
抗
性
と
し
て
認
知
さ
れ
る
た
め
に
は
、
純
粋

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

悟
性
概
念
が
感
性
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
形
像
を
供
与
す
る
純
粋
図
式
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
㊤
Q
o
）
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
全
く
い
か
な
る
形
像
に
も
持
ち
来
た
ら
せ
ら
れ
な
い
」
（
〉
一
声
じ
ロ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

冨
一
）
と
、
感
性
化
の
可
能
性
を
拒
否
す
る
か
で
あ
る
。
他
方
で
し
か
し
純
粋
概
念
は
超
越
論
的
構
想
力
の
媒
介
で
本
質
的
に
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

直
観
（
時
間
）
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
時
間
は
純
粋
直
観
と
し
て
「
す
べ
て
の
経
験
に
先
立
っ
て
一
つ
の
形
観
を
供
与
す

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
」
（
8
）
。
純
粋
形
観
は
「
今
系
列
の
純
粋
継
起
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
自
身
「
感
官
一
般
の
す
べ
て
の
対
象
の
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

純
粋
形
像
は
時
間
で
あ
る
」
（
〉
一
軽
b
ゆ
り
　
切
一
Q
O
b
⊃
）
と
述
べ
る
。
そ
れ
故
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
も
確
か
に
形
像
に
持
ち
来
た
さ
れ
う

る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
性
は
悟
性
概
念
（
統
一
）
を
必
然
的
に
時
間
の
う
ち
に
規
制
し
入
れ
る
。
し
か
も
時
間
は
「
唯
一
の
」

（
》
°
。
一
噂
切
ミ
）
表
象
と
し
て
唯
一
の
純
粋
な
形
観
可
能
性
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念
は
そ
の
完
結
的
多
様
故
に
そ
の
形
像
を
も
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

様
な
形
像
へ
分
節
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
時
間
を
規
定
す
る
。
「
図
式
と
は
規
則
に
従
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
に
ほ
か
な

ら
な
い
」
（
〉
匡
ρ
ω
冨
腿
）
。
純
粋
概
念
の
図
式
は
「
超
越
論
的
時
間
規
定
」
（
》
一
ω
。
。
り
b
」
嵩
“
）
で
あ
り
「
構
想
力
の
超
越
論
的
所

産
」
（
〉
＝
b
。
噛
じ
σ
お
一
）
で
あ
り
、
そ
の
図
式
性
は
「
超
越
論
的
図
式
性
」
と
呼
ば
れ
よ
う
（
一
曾
）
。

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
、
超
越
に
お
い
て
対
象
性
す
な
わ
ち
抵
抗
性
が
対
立
さ
せ
ら
れ
う
る
の
は
、
存
在
論
的
認
識
が
図
式
的
直
観
と
し

　
　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
、
規
則
統
一
の
表
象
を
時
間
の
形
像
に
お
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
感
性
化
す
る
こ
と
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
構
想
力
の
超
越
論
的

一9一



ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ヘ
　
　
へ

図
式
が
時
間
の
形
像
に
よ
っ
て
必
然
的
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
対
応
性
格
を
得
る
こ
と
に
依
る
。
こ
の
対
応
形
成
的
な
性
格
は
、
個

々
の
図
式
を
超
越
論
的
時
間
規
定
と
し
て
詳
細
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
単
に
範
疇
表
（
判
断
表
）

に
対
応
し
て
固
定
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
カ
ン
ト
が
手
引
き
と
し
た
「
包
摂
」
は
存
在
論
的
包
摂
と
解
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
存
在
論
的
概
念
と
し

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
範
疇
を
現
象
に
適
用
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
異
種
性
に
架
橋
す
る
媒
介
者
が
必
要
と
な
る
。
「
こ
の
媒
介
的
表
象

は
純
粋
で
一
面
で
知
性
的
、
他
面
で
感
性
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
象
が
超
越
論
的
図
式
」
（
〉
一
ω
Q
。
魍
切
旨
刈
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

つ
ま
り
超
越
論
的
構
想
力
に
よ
る
超
越
論
的
時
間
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
超
越
の
生
起
を
表
明
し
て
い
る
の
が
、
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
は
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」

の
命
題
（
》
誤
。
。
噂
し
d
δ
刈
）
だ
と
言
う
。
「
可
能
に
す
る
合
一
的
全
体
」
と
「
客
観
的
実
在
性
を
与
え
る
も
の
」
（
諺
δ
8
u
σ
冨
①
）
と

　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
へ

の
二
つ
の
条
件
が
同
一
の
も
の
と
し
て
「
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
」
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
そ
れ
自
身
に
お
い
て
同
時
に
脱

自
的
ー
地
平
的
」
（
＝
㎝
）
超
越
構
造
の
本
質
統
一
の
根
源
的
「
現
象
学
的
認
識
」
（
一
観
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
う
解
し

て
は
じ
め
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
で
あ
る
。

　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
認
識
に
お
い
て
「
認
識
さ
れ
る
も
の
」
は
し
か
し
決
し
て
存
在
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
カ
ン
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
対
象
一
般
に
つ
い
て
の
概
念
」
の
規
定
（
》
一
〇
。
。
h
）
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
す
る
。
表
象
に
す
ぎ
な
い
現
象
が
更
に
対
象
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
も
は
や
直
観
さ
れ
ず
、
そ
れ
故
「
非
経
験
的
対
象
」
「
超
越
論
的
対
象
旺
X
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
を

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
者
の
遭
遇
の
地
平
形
成
に
お
い
て
予
め
与
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
「
対
立
す
る
も
の
一
般
」
と
解
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

経
験
的
に
は
直
観
さ
れ
な
い
「
或
る
も
の
」
だ
と
言
う
。
カ
ン
ト
の
別
の
個
所
（
〉
・
。
ω
累
・
切
b
。
㊤
叢
）
は
、
こ
の
或
る
も
の
は
「
直

一10一



ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
　
へ

観
一
般
の
対
象
」
「
超
越
論
的
客
観
」
で
、
存
在
者
に
つ
い
て
の
認
識
の
い
か
な
る
対
象
に
も
な
り
え
ず
、
た
だ
「
統
覚
の
相
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

者
」
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
が
、
存
在
論
的
認
識
に
よ
っ
て
こ
そ
認
識
さ
れ
る
純
粋
地
平
で
あ
り
、
地
平
と
し
て
看
取
さ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
抵
抗
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
せ
よ
う
。
そ
れ
を
「
認
識
す
る
作
用
」
は
、
地
平
を
そ
の
地
平
性
格
に
即
し
て
顕
示
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
平
は
非
主
題
的
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
看
取
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と

　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
地
平
は
そ
の
内
で
遭
遇
す
る
も
の
を
主
題
的
に
押
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

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

　
「
対
象
」
が
主
題
的
に
把
握
さ
れ
る
存
在
者
な
ら
ぽ
地
平
は
対
象
で
は
な
い
。
「
認
識
」
が
存
在
者
の
把
握
な
ら
ば
存
在
論
的

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

認
識
は
認
識
で
は
な
い
。
し
か
し
存
在
論
的
認
識
に
「
真
理
」
が
属
す
る
限
り
で
そ
れ
は
認
識
と
呼
ば
れ
て
よ
い
と
言
う
（
一
お
）
。

カ
ン
ト
は
「
す
ぺ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
一
切
の
可
能
的
経
験
の
全
体
の
う
ち
に
存
す
る
。
そ
し
て
可
能
的
経
験
へ
の
一
般
的

関
係
に
お
い
て
超
越
論
的
真
理
が
成
立
し
、
し
か
も
こ
の
超
越
論
的
真
理
は
、
す
べ
て
の
経
験
的
真
理
に
先
行
し
、
か
つ
可
能
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
」
（
》
＝
9
⇔
ロ
一
。
。
α
）
と
述
べ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
超
越
論
的
真
理
を
根
源
的
真
理
と
解
し
、
そ
れ
が
存
在
論
的
真
理
だ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
。
「
根
源
的
真
理
は
隠
れ
な
さ
q
昌
く
Φ
皆
o
茜
①
昌
げ
①
律
を
意
味
し
」
（
ミ
O
這
）
「
真
理
は
自
ら
存
在
の
開
示
性
と
存
在
者
の
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

示
性
と
に
分
岐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
二
〇
）
。
存
在
論
的
認
識
が
地
平
を
先
行
的
に
開
顕
し
、
そ
の
内
で
存
在
者
が
真
と
し

て
遭
遇
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
存
在
論
的
認
識
は
本
質
的
に
「
経
験
の
可
能
」
の
た
め
に
の
み
役
立
つ
。
L

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヵ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
論
的
認
識
に
お
い
て
超
越
の
本
質
統
一
を
形
成
す
る
超
越
論
的
構
想
力
そ
の
自
体
は
ど
の
よ
う
に
開
示
さ
れ
る
か
。
純
粋
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
う

構
想
力
の
形
成
作
用
は
、
直
観
能
力
に
属
す
る
も
の
と
し
て
形
像
の
「
受
容
的
」
形
成
で
あ
り
、
同
時
に
存
在
者
の
現
存
に
依
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
な
い
臣
曲
な
「
自
発
的
」
形
成
作
用
で
あ
る
。
こ
の
特
有
の
二
重
性
に
お
い
て
感
性
と
悟
性
の
中
間
を
占
め
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
超
越
論
的
構
想
力
を
、
認
識
の
二
つ
の
翰
の
あ
の
「
未
知
の
共
通
の
根
」
（
〉
一
9
し
σ
・
。
㊤
）
と
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
う
。
ど

う
し
て
こ
の
楓
が
二
つ
の
幹
に
対
し
て
根
で
あ
る
か
を
開
示
し
、
よ
り
根
源
的
な
可
能
性
に
向
け
て
構
想
力
を
更
に
企
投
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
す
る
。
そ
の
結
果
構
想
力
と
い
う
名
称
は
お
の
ず
と
不
適
当
に
な
る
だ
ろ
う
と
も
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
構
想
力
は
「
い
つ
で
も
感
性
的
だ
」
（
〉
旨
鼻
）
と
い
う
。
こ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
感
覚
的
、
経
験
的
直
観
（
低
級
能
力
）
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

味
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
構
想
力
は
超
越
論
的
な
も
の
と
し
て
本
質
的
に
感
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し

「
悟
性
」
を
こ
の
よ
う
な
構
想
力
に
還
元
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
悟
性
の
対
立
さ
せ
る
作
用
に
お
い
て
自
己
が
い
わ
ば
外
化
さ
れ
自
我
が
顕
わ
に
な
る
。
そ
の
限
り
で
純
粋
思
惟
と
自
我
の
本
質

は
純
棒
臣
凸
瓢
諭
に
存
す
る
。
し
か
し
こ
の
自
己
の
愚
諭
は
、
自
己
の
浄
を
か
ら
の
み
開
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
逆
で
は
あ

り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
純
粋
悟
性
は
超
越
論
的
図
式
性
に
お
い
て
超
越
と
し
て
生
起
し
、
「
図
式
を
も
っ
て
す
る
操

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

作
」
（
〉
一
劇
O
讐
　
団
甲
一
刈
㊤
）
と
し
て
構
想
力
に
基
づ
き
な
が
ら
も
「
自
発
的
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
根
源
的
な
悟
性
の
存
在
つ
ま
り
「
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ

　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

は
実
体
を
思
惟
す
る
」
等
々
と
し
て
の
統
覚
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
作
用
」
と
し
て
の
思
惟
は
も
は
や
判
断
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
自
由
に
形
成
し
つ
つ
企
投
す
る
考
慮
」
（
＝
①
）
と
し
て
超
越
論
的
構
想
力
の
性
格
を
も
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
他
方
超
越
論
的
統
覚
の
統
一
の
根
本
性
格
は
、
「
予
め
合
一
し
つ
つ
す
べ
て
の
出
ま
か
せ
に
抵
抗
す
る
も
の
」
（
一
お
）
と
し
て
明

示
さ
れ
る
・
嚢
的
に
そ
こ
で
憲
さ
れ
る
の
は
馨
曲
の
み
で
あ
る
。
規
則
は
そ
の
総
捨
お
い
て
暮
磐
嚢
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

規
則
の
表
象
と
し
て
の
理
念
は
受
容
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
表
象
さ
れ
る
（
一
お
）
。
こ
の
意
味
で
純
粋
思
惟
は
本
質
的
に
「
受
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容
的
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
的
に
統
一
的
な
「
受
容
的
自
発
性
」
は
、
そ
う
で
あ
る
た
め
に
は
超
越
論
的
構
想
力
か
ら
発

源
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

　
対
象
性
の
地
平
に
お
い
て
告
知
さ
れ
る
「
必
然
性
」
は
受
け
．
入
れ
る
「
自
由
」
（
聞
『
o
一
器
ぎ
）
に
予
め
行
き
当
た
る
限
り
で
強
要

と
し
て
遭
遇
さ
れ
る
。
「
自
由
」
（
甲
。
ま
簿
）
が
「
自
ら
与
え
ら
れ
た
必
然
性
の
も
と
へ
自
ら
を
置
く
こ
と
」
（
一
q
O
）
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

限
り
で
純
粋
理
論
理
性
の
本
質
の
う
ち
に
す
で
に
「
自
由
」
が
存
す
る
。
「
悟
性
お
よ
び
理
性
は
、
自
発
性
と
い
う
性
格
を
も
つ

が
故
に
自
由
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
受
容
的
自
発
性
、
換
言
す
れ
ば
超
越
論
的
構
想
力
で
あ
る
が
故
に
自
由
な
の
で
あ

る
」
（
嵩
O
）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
断
言
す
る
。
こ
こ
か
ら
「
自
由
」
を
介
し
て
（
》
。
。
8
噛
b
d
。
。
卜
。
。
。
）
「
実
践
理
性
も
必
然
的
に
超
越
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

構
想
力
に
基
づ
く
」
と
推
論
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
実
践
理
性
の
根
源
は
本
質
上
決
し
て
推
論
さ
れ
え
ず
、
「
実
践
的
自
己
」
の
本

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

質
解
明
に
よ
っ
て
明
確
に
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
格
性
と
不
可
分
の
尊
敬
を
手
掛
り
に
、
「
実
践
的

自
己
意
識
」
換
言
す
れ
ば
「
道
徳
的
自
己
意
識
」
の
本
質
構
造
を
実
存
論
的
に
開
示
し
よ
う
と
試
み
る
。

　
「
法
則
に
対
す
る
尊
敬
－
行
為
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
法
則
を
顕
示
す
る
特
定
の
様
式
ー
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
私
自

身
を
行
為
す
る
自
己
と
し
て
顕
示
す
る
」
（
一
㎝
ω
）
。
他
方
、
道
徳
法
則
を
自
己
自
ら
に
与
え
る
の
は
「
自
由
な
」
「
理
性
」
で
あ
る
。
°

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

法
則
に
対
す
る
尊
敬
に
よ
っ
て
「
私
は
私
を
法
則
の
も
と
に
置
き
つ
つ
」
「
私
を
純
粋
理
性
と
し
て
の
私
自
身
に
服
従
さ
せ
」
「
そ

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

れ
に
よ
っ
て
私
自
身
を
高
め
る
」
。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
我
が
尊
敬
に
お
い
て
顕
わ
に
な
る
。
自
己
自
ら
に
責
任
あ
る
存
在
と
し

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ミ
　
へ

て
の
本
来
的
自
己
存
在
が
顕
わ
に
な
る
。
「
自
ら
を
服
従
さ
せ
つ
つ
」
は
純
粋
受
容
性
で
あ
り
「
法
則
を
自
由
に
予
め
与
え
る
こ

　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

と
」
は
純
粋
自
発
性
で
あ
り
、
両
者
の
根
源
的
統
一
に
お
い
て
「
自
己
自
身
を
高
め
る
」
道
徳
的
自
己
の
本
来
的
存
在
が
生
起
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ

る
。
こ
の
「
法
則
を
与
え
る
本
来
的
実
存
の
全
根
本
可
能
性
に
向
か
っ
て
服
従
的
に
自
己
を
企
投
す
る
こ
と
」
こ
そ
行
為
す
る
自

一13一
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ひ
す
な
わ
ち
「
実
践
理
性
」
の
本
質
で
あ
り
、
「
受
容
的
自
発
性
」
と
し
て
超
越
論
的
構
想
力
に
基
づ
く
こ
と
が
開
示
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

そ
れ
故
に
こ
そ
、
尊
敬
に
お
い
て
法
則
や
行
為
的
自
己
は
対
象
的
に
は
把
え
ら
れ
ず
、
当
為
や
行
為
と
し
て
非
対
象
的
、
非
主
題

鹸
に
一
層
根
源
的
に
顕
わ
に
な
り
、
行
為
的
に
自
己
存
在
を
形
成
す
る
、
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
実
践
理
性
の
本
質
構
造
は
、
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
が
被
投
的
企
投
と
し
て
開
示
し
た
現
存
在
の
「
事
実
性
」
と
し
て
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

存
構
造
と
同
心
円
的
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
本
来
的
自
己
存
在
は
「
決
意
性
」
国
暮
ω
〇
三
〇
ω
ω
①
昌
ぽ
①
客
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
開
示
さ
れ
、
こ
れ
が
現
存
在
の
「
真
理
」
で
あ
っ
た
（
ω
昌
8
刈
）
。
実
践
理
性
の
実
存
論
的
構
造
の
開
明
が
そ
れ
自
体
「
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

性
」
を
保
証
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
来
性
へ
の
決
意
性
が
そ
の
ま
ま
「
道
徳
的
真
理
」
と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
根
源
的
な
、
超
越
論
的
構
想
力
に
根
ざ
す
人
間
の
本
質
構
造
が
「
未
知
の
も
の
」
と
し
て
不
安
の
念
を
起
こ
さ
せ
、
カ
ン

　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヤ

ト
を
そ
こ
か
ら
退
避
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
推
測
す
る
。

　
「
第
二
版
」
で
は
超
越
論
的
構
想
力
は
悟
性
に
席
を
ゆ
ず
り
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
る
（
＞
O
♪
〉
一
呂
）
。
「
主
観
的
演
繹
」
を
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

論
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
カ
ン
ト
を
主
導
し
て
い
た
主
観
性
の
理
念
は
伝
統
的
人
間
学
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
枠

内
で
は
構
想
力
は
低
級
飴
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
理
性
の
本
質
を
成
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
ぺ
て
が
転
倒
し
「
純
粋
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

批
判
」
は
批
判
そ
の
自
体
に
よ
っ
て
主
題
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
純
粋
理
性
が
理
性
と
し
て
一
層
カ
ン
ト
を
呪
縛
し
た
か

ら
だ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
解
釈
す
る
。
主
観
の
主
観
性
が
人
格
性
に
存
す
る
限
り
、
理
性
の
理
性
的
性
格
は
本
来
の
意
味
で
の
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

由
」
つ
ま
り
「
自
発
性
」
に
基
づ
い
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
道
徳
性
を
純
粋
に
保
つ
た
め
に
は
事
実
的
に
有
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
な
経
験
的
人
間
に
制
約
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
人
間
的
感
性
的
能
力
と
し
て
の
構
想
力
は
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
い
わ
ば
一
瞬
間
開
け
た
超
越
論
的
構
想
力
へ
の
洞
見
は
再
び
覆
い
隠
さ
れ
た
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
る
。
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
は
専
ら
「
第
一
版
」
に
定
位
し
て
絶
え
ず
「
人
間
の
有
限
性
」
を
中
心
に
押
し
出
し
た
。
コ
体
何
故
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

純
粋
認
識
の
有
限
性
が
当
初
か
ら
問
題
と
さ
れ
た
の
か
L
（
一
9
）
。
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
形
而
上
箏
が
人
間
の
自
然
的
本
性
に

属
す
る
が
故
に
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
人
間
の
固
有
の
有
限
性
こ
そ
決
定
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
単
に
有
限
な
理
性
的
存
在

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

者
一
般
の
一
事
例
と
し
て
考
察
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
強
調
す
る
。

五

ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
人
間
の
有
限
性
は
受
容
的
直
観
と
し
て
感
性
的
で
あ
り
そ
れ
故
人
間
の
純
粋
理
性
は
必
然
的
に
「
純
粋
唐
幽
師
理
性
」
（
δ
①
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
感
性
は
時
間
で
あ
る
。
主
観
性
の
根
源
を
超
越
論
的
構
想
力
と
解
す
る
な
ら
ぽ
、
時

ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

間
は
主
観
に
ど
う
関
わ
る
の
か
。

　
へ
　
　
ら

　
時
間
は
今
系
列
の
純
粋
継
起
で
あ
り
、
こ
れ
を
純
粋
直
観
は
非
対
象
的
に
直
観
す
る
。
そ
の
際
、
そ
の
都
度
の
今
の
み
で
な
く

ゐ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

今
系
列
そ
の
も
の
お
よ
び
地
平
を
直
観
し
う
る
た
め
に
は
、
純
粋
直
観
の
受
容
作
用
は
「
そ
の
自
身
に
お
い
て
今
の
形
観
を
与
え
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
ま
す
ぐ
を
予
視
し
い
ま
し
が
た
を
顧
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
一
①
o
◎
）
。
そ
の
よ
う
に
阜
険
静
、
予
倹
師
、
衡
働
的
に
今
系

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

列
の
純
粋
継
起
を
形
成
で
き
る
の
は
、
純
粋
直
観
が
そ
れ
自
身
構
想
力
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
超
越
論
的
構
想
力
が
今
系

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

列
と
し
て
の
時
間
を
発
源
さ
せ
る
「
根
源
的
時
間
」
で
あ
ろ
う
（
ミ
O
）
と
い
う
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
構
想
力
の
時
間
性
格
は
純
粋
綜
合
の
三
様
態
ー
純
粋
覚
知
、
純
粋
再
生
、
純
粋
再
認
i
の
分
析
に
よ
っ
て
恥
萄
怜
、
既
萄
些
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

将
来
性
、
と
し
て
開
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
共
属
的
統
一
が
対
象
性
の
地
平
と
し
て
超
越
を
形
成
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
ミ
霞
）
。
’
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ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
し
「
時
間
そ
の
も
の
が
自
己
性
と
い
う
性
格
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
更
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
問
う
（
お
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ら
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
時
間
は
そ
れ
自
身
か
ら
継
起
の
形
観
を
予
め
形
成
し
か
つ
形
成
的
受
容
と
し
て
こ
れ
を
自
己
を
目
ざ
し
て
保
持
す
る
（
一
Q
o
ω
）
。

こ
れ
は
嚢
捻
案
に
百
己
自
身
に
関
わ
る
」
こ
と
と
し
て
百
己
自
身
の
純
粋
触
発
」
（
・
…
）
と
言
え
よ
う
。
時
間
癒

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
形
成
的
な
も
の
と
し
て
「
自
己
か
ら
出
て
自
己
を
目
ざ
し
」
を
形
成
し
「
目
ざ
す
こ
と
へ
と
」
「
再
帰
的
に
見
入
る
」
仕
方
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

地
平
を
形
成
す
る
（
一
。
。
ω
）
。
こ
こ
に
は
「
自
己
と
し
て
関
わ
ら
れ
う
る
」
受
容
性
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
純
粋
自
己
触
発
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ

（
じ
d
①
刈
h
噛
切
ま
劇
9
）
と
し
て
時
間
は
主
観
性
の
根
源
構
造
（
自
己
性
）
を
自
発
的
受
容
性
と
し
て
形
成
す
る
。
こ
の
自
己
性
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

つ
い
て
の
み
有
限
存
在
者
は
そ
の
本
質
上
受
容
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時

間
が
、
根
源
的
に
有
限
な
自
己
性
を
「
自
己
が
自
己
意
識
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
よ
う
な
仕
方
」
（
一
。
。
恥
）
で
形
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
こ
に
認
諭
か
存
陽
憐
の
本
質
が
あ
る
。
対
立
す
る
も
の
一
般
の
認
識
つ
ま
り
純
粋
概
念
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
受
容
的
直
観
に

基
づ
き
、
支
持
さ
れ
、
可
能
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
根
源
的
時
間
は
超
越
の
純
粋
形
成
を
生
起
さ
せ
る
。
「
超
越
が
根
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
時
間
に
お
い
て
時
熟
す
る
」
（
這
一
）
が
故
に
、
存
在
論
的
認
識
は
「
超
越
論
的
時
間
規
定
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
時
間
の
中
心
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

機
鰹
で
あ
る
。
時
跡
は
純
粋
続
跡
と
蜘
か
で
心
性
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
統
覚
そ
の
も
の
の
う
ち
に
す
で
に
存
し

「
心
性
を
は
じ
め
て
心
性
た
ら
し
め
る
」
（
目
。
。
m
）
。
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ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
以
上
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
超
越
の
内
的
可
能
性
の
基
礎
と
し
て
の
超
越
論
的
構
想
力
を
一
層
根
源
的
に
時
間
と
し
て
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

定
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
カ
ン
ト
解
釈
の
真
の
成
果
な
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

而
上
学
の
基
礎
づ
け
に
お
け
る
生
起
の
開
発
」
を
専
ら
意
図
し
た
と
言
う
（
・
。
o
。
。
）
。
カ
ン
ト
が
主
観
の
主
観
性
を
開
示
す
る
に
当



っ
て
「
自
ら
定
置
し
た
基
礎
」
つ
ま
り
超
越
論
的
構
想
力
か
ら
退
避
し
、
自
ら
の
基
盤
を
自
ら
掘
り
除
い
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
そ

　
ヘ
　
　
へ

の
成
果
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
「
形
而
上
学
の
深
渕
（
》
げ
o
q
コ
巳
）
」
を
顕
わ
に
す
る
よ
う
な
あ
の
「
哲
学
的
運
動
」
で
あ
る
（
・
。
O
O
）

と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
ら
の
思
索
の
運
命
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
に
述
べ
る
。
」

ハイデガーにおける有限性と存在論的認識（加藤）

（
1
）
　
寓
゜
国
①
こ
①
o
q
o
q
臼
り
丙
勢
暮
口
巳
a
ω
牢
o
玄
Φ
ヨ
畠
臼
ζ
o
＄
冨
遂
涛
（
鼠
o
誹
ρ
①
遷
o
凶
8
旨
①
》
ξ
冨
o
q
Φ
一
㊤
刈
ω
）

　
　
ジ
数
の
み
を
記
す
。

（
2
）
　
一
゜
国
§
∬
琴
三
匠
山
臼
幻
Φ
ぎ
Φ
昌
＜
o
ヨ
§
融
か
ら
の
引
用
は
、
第
一
版
は
A
、
第
二
版
は
B
と
し
た
。

（
3
）
　
竃
゜
口
忠
α
o
o
q
o
q
5
ω
o
貯
彗
ユ
N
Φ
淳
（
一
α
゜
〉
鼠
す
o
q
Φ
一
〇
お
）
か
ら
の
引
用
は
ω
ロ
N
と
し
た
。

（
4
）
　
竃
゜
＝
o
達
o
躇
o
さ
＜
o
日
芝
o
器
昌
“
o
ω
O
遷
巳
o
ω
（
≦
臼
8
＞
β
h
冨
o
q
①
）
か
ら
の
引
用
は
≦
O
と
し
た
。

か
ら
の
引
用
は
ベ
ー

（
哲
学
科
　
前
非
常
勤
講
師
）
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