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良
心
の
呼
び
声
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
か

─
　ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
と
「
技
術
へ
の
問
い
」　─岡

　
　山

　
　敬

　
　二

は
じ
め
に

ひ
と
は
み
な
い
つ
か
死
ぬ
。
だ
と
し
て
も
、
自
分
が
亡
く
な
り
、
無
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
が
死
と
い
う
の
な
ら
、
い
っ

た
い
、
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
も
の
と
考
え
れ
ば
い
い
の
か
、
想
像
す
ら
絶
す
る
不
気
味
な
も
の
と
い
う
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

自
分
の
死
に
向
き
合
う
と
き
、
ひ
と
は
言
い
知
れ
ぬ
不
安
を
感
じ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
葉
に
し
て
い
る

よ
う
に
、「
死
に
臨
む
存
在
（D

as Sein zum
 T

ode

）
は
本
質
的
に
不
安
で
あ
る
」（SZ,266

）
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
（
１
）。

こ
の
「
不
安
と
い
う
根
本
的
状
態
（die Grundbefindlichkeit der A

ngst

）」（SZ,266

）
を
切
り
口
に
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存

在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
第
二
編
第
一
章
で
人
間
存
在
の
「
全
体
の
あ
り
方
（Ganzsein,Ganzheit

）」
を
「
本
来
的
な
死
に
臨
む

存
在
」
と
し
て
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
つ
づ
く
第
二
章
で
、
い
さ
さ
か
唐
突
に
思
わ
れ
る
仕
方
で
独
特
な
良
心
論
が

切
り
出
さ
れ
る
。「
良
心
（Gew

issen

）」
と
い
う
現
象
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
で
、
人
間
存
在
の
「
本
来
の
あ
り
方

三
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い
っ
た
い
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
死
に
向
き
合
う
こ
と
、
本
来
の
自
己
な
ん
て
本
当
に

な
り
た
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
り
た
つ
と
し
て
も
、
ど
こ
で
ど
う
な
り
た
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
く

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
が
な
り
た
つ
こ
と
の
「
証
言
（Bezeugung

）」
を
人
間
存
在
の
あ
り
方
の
う
ち
に
見
つ
け
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
（SZ,267

）。
つ
ま
り
、「
良
心
の
呼
び
声
（Gew

issensruf

）」
が
そ
れ
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
良
心
の

声
に
聞
き
従
い
、「
良
心
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
望
む
こ
と
」（SZ,288

）、
そ
の
「
覚
悟
（Entschlossenheit

）」
が
で
き
て
い
る

状
態
（SZ,297

）、
そ
こ
に
こ
そ
、
人
間
存
在
の
全
体
の
あ
り
方
、
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
が
な
り
た
つ
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
付
け
た
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
古
く
か
ら
の
弟
子
に
あ
た
る
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
覚
悟
」
と
言
わ
れ
て
も
何
を
ど
う
覚
悟
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
何
も
示
し
て
く
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が

浴
び
せ
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
（
２
）。

あ
る
い
は
、
自
分
の
死
へ
の
向
き
合
い
方
に
し
て
も
、
木
田
元
も
そ
う
訴
え
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
サ
ル
ト
ル
の
見
解
の

方
が
わ
か
り
や
す
い
し
、
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
３
）。

サ
ル
ト
ル
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
意
識
し
て
『
存
在
と
無
』（
一
九
四
三
年
）

の
な
か
で
「
私
の
死
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
サ
ル
ト
ル
が
見
て
い
る
よ
う
に
、
死
は
自
分
の
人
生
か
ら
い
っ
さ
い
の
意

味
を
奪
い
去
る
理
不
尽
極
ま
り
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
覚
悟
ど
こ
ろ
か
、
選
ぶ
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
対
処
す
る
こ
と
も
到
底
か

な
わ
な
い
不
条
理
な
事
実
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
ま
た
べ
つ
の
と
こ
ろ
で
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
存

在
の
あ
り
方
を
問
い
な
お
す
た
め
に
こ
と
さ
ら
自
分
の
死
に
注
目
す
る
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
か
な
り
個
人
的
な
死
生
観
の

反
映
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
（
４
）。
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（eigentliches Sein,Eigentlichkeit

）」、
つ
ま
り
「
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
（eigentliches Selbstsein

）」
を
い
っ
そ
う
深
く
掘
り
下

げ
て
み
よ
う
と
い
う
の
だ
。

と
は
い
え
、
人
間
存
在
の
「
全
体
の
あ
り
方
」「
本
来
の
あ
り
方
」、「
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
」
と
い
う
こ
と
で
い
っ
た
い
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
何
を
ど
う
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
ど
う
に
も
、
そ
の
肝
心
要
な
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

な
ぜ
、
こ
こ
で
、
い
き
な
り
良
心
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
か
。

得
体
の
知
れ
な
い
自
分
の
死
。
そ
の
不
気
味
さ
に
向
き
合
う
こ
と
で
並
々
な
ら
ぬ
不
安
を
感
じ
て
し
ま
う
の
は
本
当
だ
と
し
て
も
、

だ
か
ら
こ
そ
、
ひ
と
は
生
き
て
い
る
間
、
で
き
る
だ
け
そ
ん
な
こ
と
な
ど
忘
れ
て
い
た
く
も
な
る
。
そ
ん
な
不
安
か
ら
離
れ
、
安
心

し
て
暮
ら
し
て
ゆ
く
の
を
望
む
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
つ
つ
が
な
い
日
々
の
生
活
、
安
定
し
た
暮
ら
し
を
求
め
、
生
き
て
い
る
今
に
何

が
で
き
、
何
を
す
べ
き
か
、
衣
食
住
か
ら
仕
事
や
勉
強
、
遊
び
や
趣
味
も
含
め
て
、
人
並
み
に
す
べ
き
こ
と
の
あ
れ
こ
れ
を
や
り
く

り
し
て
い
く
し
か
な
い
。
自
分
の
死
の
不
気
味
さ
や
不
安
を
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
た
安
心
快
適
な
暮
ら
し
。
何
よ
り
も
、
そ
れ
が
一

番
で
あ
る
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
て
ひ
と
が
み
な
そ
う
す
る
よ
う
に
世
事
に
か
ま
け
、
世
間
の
こ
と
が
ら
に
没
入
す
る
し
か
な
い
日
々
の
暮
ら

し
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
頽
落
（V

erfallen

）」
と
呼
び
、
そ
し
て
、
い
か
に
も
人
間
味
溢
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
そ
の
生
き
方
を

「
非
本
来
的
な
あ
り
方
（uneigentliches Sein,U

neigentlichkeit
）」（SZ,178 etc.

）」
と
断
ず
る
。
そ
ん
な
暮
ら
し
や
生
き
方
を
し
た

ま
ま
で
は
「
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
」
に
向
き
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、
世
事
に
か
ま
け
、
人
並

み
の
暮
ら
し
に
囚
わ
れ
、
世
間
と
同
化
し
た
自
己
（「
世
間−

自
己
（D

as M
an-selbst

）」）
か
ら
自
分
を
解
き
放
ち
、
自
分
の
死
に

ま
っ
す
ぐ
向
き
合
う
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
れ
に
し
て
も
、
死
に
ま
っ
す
ぐ
向
き
合
う
こ
と
で
世
間
に
埋
没
し
た
自
己
を
本
来
の
自
己
に
振
り
向
け
る
と
言
わ
れ
て
も
、

三
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い
っ
た
い
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
死
に
向
き
合
う
こ
と
、
本
来
の
自
己
な
ん
て
本
当
に

な
り
た
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
り
た
つ
と
し
て
も
、
ど
こ
で
ど
う
な
り
た
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
く

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
が
な
り
た
つ
こ
と
の
「
証
言
（Bezeugung

）」
を
人
間
存
在
の
あ
り
方
の
う
ち
に
見
つ
け
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
（SZ,267

）。
つ
ま
り
、「
良
心
の
呼
び
声
（Gew

issensruf

）」
が
そ
れ
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
良
心
の

声
に
聞
き
従
い
、「
良
心
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
望
む
こ
と
」（SZ,288

）、
そ
の
「
覚
悟
（Entschlossenheit

）」
が
で
き
て
い
る

状
態
（SZ,297

）、
そ
こ
に
こ
そ
、
人
間
存
在
の
全
体
の
あ
り
方
、
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
が
な
り
た
つ
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
付
け
た
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
古
く
か
ら
の
弟
子
に
あ
た
る
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
覚
悟
」
と
言
わ
れ
て
も
何
を
ど
う
覚
悟
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
何
も
示
し
て
く
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が

浴
び
せ
ら
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
（
２
）。

あ
る
い
は
、
自
分
の
死
へ
の
向
き
合
い
方
に
し
て
も
、
木
田
元
も
そ
う
訴
え
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
サ
ル
ト
ル
の
見
解
の

方
が
わ
か
り
や
す
い
し
、
的
を
射
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
３
）。

サ
ル
ト
ル
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
意
識
し
て
『
存
在
と
無
』（
一
九
四
三
年
）

の
な
か
で
「
私
の
死
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
サ
ル
ト
ル
が
見
て
い
る
よ
う
に
、
死
は
自
分
の
人
生
か
ら
い
っ
さ
い
の
意

味
を
奪
い
去
る
理
不
尽
極
ま
り
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
覚
悟
ど
こ
ろ
か
、
選
ぶ
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
対
処
す
る
こ
と
も
到
底
か

な
わ
な
い
不
条
理
な
事
実
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
ま
た
べ
つ
の
と
こ
ろ
で
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
存

在
の
あ
り
方
を
問
い
な
お
す
た
め
に
こ
と
さ
ら
自
分
の
死
に
注
目
す
る
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
か
な
り
個
人
的
な
死
生
観
の

反
映
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
（
４
）。

五
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Ⅰ
．
負
い
目
あ
る
存
在

１
．
呼
び
声
と
し
て
の
良
心

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
良
心
は
何
か
を
了
解
さ
せ
、
開
示
す
る
も
の
、
よ
う
す
る
に
何
か
を
告
げ
知
ら
せ
、
わ
か
ら
せ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
何
か
を
語
る
こ
と
、「
語
り
（Rede

）」
の
一
種
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
語
り
」
と
い
っ
て

も
、「
月
が
き
れ
い
だ
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
何
か
特
定
の
事
態
を
記
述
し
て
開
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
何
の
情
報
も
提
供
す
る

こ
と
な
く
、
端
的
に
何
か
を
開
示
す
る
だ
け
の
「
呼
び
か
け
（A

nruf

）
と
い
う
性
格
」「
呼
び
声
（Ruf

）
と
い
う
性
格
」（SZ,269

）

を
も
つ
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
の
呼
び
か
け
は
、「
傘
を
置
き
忘
れ
て
い
ま
す
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
だ
れ
か
他
の
ひ
と
が
自

分
に
何
か
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、「
良
心
の
呵
責
に
苛
ま
れ
る
」「
良
心
が
咎
め
る
」
と
い
う
言
い
方

を
す
る
と
き
に
も
な
り
た
つ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。「
ひ
と
の
こ
と
は
と
も
か
く
お
前
は
そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
自
分
の
過
ち
を
責
め
る
そ
の
声
は
自
分
自
身
の
心
の
声
と
し
て
響
い
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
そ
こ
は
そ
の
ま
ま
認
め
な
が
ら
、
第
二
章
の
第
五
六
節
で
良
心
の
呼
び
声
の
「
語
り
」
が
ど
う
な
り
た
つ
の
か
、

そ
の
内
訳
を
調
べ
な
お
し
て
い
く
。

そ
こ
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
、
良
心
の
呼
び
声
で
語
ら
れ
る
内
容
、
話
題
と
さ
れ
る
も
の
も
、
当
然
、
そ
の
声
に
呼
び
か
け
ら
れ
て

い
る
当
の
自
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
自
己
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
世
間
に
埋
没
し
て
い
る
自
己
の
こ
と
で
、「
ほ
か
の

人
び
と
と
と
も
に
配
慮
し
な
が
ら
共
同
存
在
し
て
い
る
世
間−

自
己
が
良
心
の
呼
び
声
に
打
た
れ
る
」
と
い
う
の
だ
（SZ,272

）。
で

は
、
良
心
の
声
は
そ
の
世
間−

自
己
に
何
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
、
そ
の
世
間−

自
己
は
ど
こ
へ
向
か
う
よ

う
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
、「
自
分
固
有
の
自
己
（das eigene Selbst

）」（SZ,273

）、
世
間
へ
の
埋
没
か
ら
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
『
存
在
と
時
間
』
の
文
脈
の
な
か
で
「
死
へ
臨
む
存
在
」
と
「
良
心
の
呼
び
声
」
が
ど
こ
で
ど
う

結
び
つ
く
の
か
、
ど
う
に
も
判
然
と
し
な
い
。
そ
う
し
た
事
情
に
加
え
、
何
よ
り
も
釈
然
と
し
な
い
の
は
、
こ
の
書
が
目
指
し
て
い

た
は
ず
の
肝
心
要
の
目
的
、
序
論
で
掲
げ
ら
れ
た
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
と
い
う
本
来
の
課
題
そ
の
も
の
と
の
つ
な
が
り
が
よ

く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
（
第
一
部
第
三
編
で
取
り
扱
う
予
定
と
さ
れ
て
い
た
そ
の
本
来
の
課
題
は

果
た
さ
れ
ず
、
第
二
部
で
予
定
さ
れ
て
い
た
「
存
在
論
の
歴
史
」
の
問
題
も
論
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
『
存
在
と
時
間
』
は
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
強
調
す
る
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
人
間
存
在
の
分
析
は
、
あ
く
ま
で
「
存
在
へ
の
問
い
」
へ
向
か
う

た
め
の
準
備
作
業
で
あ
る
は
ず
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
同
書
は
失
敗
作
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
な
り
た
ち
そ

う
だ
が
、
そ
う
み
な
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
よ
う
な
意
図
や
真
意
も
そ
の
論
述
の
裏
に
張
り
つ
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
だ
。

そ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
一
つ
の
透
き
通
っ
た
見
通
し
を
探
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
と
は
ま
た
べ
つ
に
、

『
存
在
と
時
間
』
の
公
刊
後
、
一
九
五
三
年
に
行
わ
れ
た
講
演
を
も
と
に
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
論
文
「
技
術
へ
の
問
い
」（『
講

演
論
文
集
』
所
収
（
５
））

に
も
目
を
配
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、『
存
在
と
時
間
』
の
文
脈
だ
け
か
ら
で
は
う
ま
く
伝
わ

ら
な
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
の
底
に
眠
っ
て
い
る
は
ず
の
真
意
が
見
え
て
く
る
だ
け
で
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
の
根
底

に
も
宿
る
「
存
在
へ
の
問
い
」、
そ
の
基
本
的
な
意
図
の
内
実
が
い
っ
そ
う
鋭
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

そ
の
た
め
に
も
ま
ず
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
良
心
分
析
の
理
筋
を
た
ど
り
な
お
し
、
そ
の
本
当
の
意
図
の
わ
か
り
に
く
さ
、

真
意
の
見
え
に
く
さ
に
つ
い
て
事
情
を
調
べ
な
お
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

三



328 桜 文 論 叢

Ⅰ
．
負
い
目
あ
る
存
在

１
．
呼
び
声
と
し
て
の
良
心

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
良
心
は
何
か
を
了
解
さ
せ
、
開
示
す
る
も
の
、
よ
う
す
る
に
何
か
を
告
げ
知
ら
せ
、
わ
か
ら
せ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
何
か
を
語
る
こ
と
、「
語
り
（Rede

）」
の
一
種
だ
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
語
り
」
と
い
っ
て

も
、「
月
が
き
れ
い
だ
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
何
か
特
定
の
事
態
を
記
述
し
て
開
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
何
の
情
報
も
提
供
す
る

こ
と
な
く
、
端
的
に
何
か
を
開
示
す
る
だ
け
の
「
呼
び
か
け
（A

nruf

）
と
い
う
性
格
」「
呼
び
声
（Ruf

）
と
い
う
性
格
」（SZ,269

）

を
も
つ
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
の
呼
び
か
け
は
、「
傘
を
置
き
忘
れ
て
い
ま
す
よ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
だ
れ
か
他
の
ひ
と
が
自

分
に
何
か
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、「
良
心
の
呵
責
に
苛
ま
れ
る
」「
良
心
が
咎
め
る
」
と
い
う
言
い
方

を
す
る
と
き
に
も
な
り
た
つ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。「
ひ
と
の
こ
と
は
と
も
か
く
お
前
は
そ
ん
な
こ
と
で
い
い
の
か
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
自
分
の
過
ち
を
責
め
る
そ
の
声
は
自
分
自
身
の
心
の
声
と
し
て
響
い
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
そ
こ
は
そ
の
ま
ま
認
め
な
が
ら
、
第
二
章
の
第
五
六
節
で
良
心
の
呼
び
声
の
「
語
り
」
が
ど
う
な
り
た
つ
の
か
、

そ
の
内
訳
を
調
べ
な
お
し
て
い
く
。

そ
こ
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
、
良
心
の
呼
び
声
で
語
ら
れ
る
内
容
、
話
題
と
さ
れ
る
も
の
も
、
当
然
、
そ
の
声
に
呼
び
か
け
ら
れ
て

い
る
当
の
自
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
自
己
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
世
間
に
埋
没
し
て
い
る
自
己
の
こ
と
で
、「
ほ
か
の

人
び
と
と
と
も
に
配
慮
し
な
が
ら
共
同
存
在
し
て
い
る
世
間−

自
己
が
良
心
の
呼
び
声
に
打
た
れ
る
」
と
い
う
の
だ
（SZ,272

）。
で

は
、
良
心
の
声
は
そ
の
世
間−

自
己
に
何
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
、
そ
の
世
間−

自
己
は
ど
こ
へ
向
か
う
よ

う
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
、「
自
分
固
有
の
自
己
（das eigene Selbst

）」（SZ,273

）、
世
間
へ
の
埋
没
か
ら

三
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る
現
存
在
が
良
心
の
呼
び
声
に
打
た
れ
る
」（SZ,272

）
こ
と
で
、「
ひ
と
ご
と
で
は
な
い
自
分
自
身
の
自
己
で
あ
る
可
能
性
」
つ
ま

り
本
来
の
自
己
に
向
か
う
よ
う
に
呼
び
か
け
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
固
有
の
も
の
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
価
値

判
断
の
《
対
象
》
と
な
り
う
る
よ
う
な
自
己
で
は
な
く
」、「《
内
面
生
活
》」、「
心
理
状
態
や
そ
の
背
景
」、「
内
面
に
引
き
こ
も
る
自

分
自
身
」
で
も
な
い
。「
そ
の
自
己
と
は
、
世
界−

内−

存
在
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
い
る
自
己
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
」
と

い
う
（SZ,273

）。

し
か
し
、「
世
界−

内−

存
在
」
と
い
う
の
は
「
世
間−

自
己
」
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
う
な
る
と
、
良
心

の
呼
び
声
が
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
そ
の
自
己
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
自
己
の
こ
と
を
い
う
の
か
。
や
は
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
よ

く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
呼
び
か
け
が
「
自
分
自
身
の
負
い
目
あ
る
存
在
に
向
け
て
呼
び
か
け
る

0

0

0

0

0

と
い
う
仕

方
で
な
さ
れ
る
」
と
も
言
う
の
だ
が
、
ど
う
し
て
本
来
の
自
己
（「
自
分
固
有
の
自
己
」）
が
「
負
い
目
あ
る
存
在
」
と
言
い
換
え
ら
れ

て
い
る
の
か
。
そ
の
自
己
と
は
「
価
値
判
断
の
《
対
象
》
と
な
り
う
る
よ
う
な
自
己
で
は
な
い
」
は
ず
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま

た
、
す
ん
な
り
と
は
理
解
し
が
た
い
点
で
あ
る
。

そ
の
点
は
ま
た
あ
と
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
て
、
と
も
か
く
、
し
ば
ら
く
ま
ず
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
分
析
の
な
り
ゆ
き
を

見
届
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、
良
心
の
声
は
何
を
ど
う
語
り
か
け
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
何
ご
と
も
言
明
し
な
い

し
、
世
の
中
の
出
来
事
に
つ
い
て
何
も
情
報
を
あ
た
え
ず
、
語
る
べ
き
こ
と
は
何
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
自
己
の
「《
独
白
》」
で
も
自
己
へ
の
「《
談
判
》」
で
も
な
い
（SZ,273

）。
そ
こ
か
ら
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
良
心
は
、

と
も
か
く
や
は
り
「
良
心
の
呵
責
」
と
か
「
良
心
が
咎
め
る
」
と
言
う
と
き
の
道
徳
的
意
味
合
い
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
含
み
を
も

つ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
世
間
で
期
待
さ
れ
て
い
る
名
声
や
規
範
、
指
針
や
方
針
、
善
行
や
啓
発
に
つ
い
て
の
言
明
や
表
明
と

二

� 327良心の呼び声はどこからやって来るのか（岡山）

解
放
さ
れ
た
本
来
の
自
己
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
い
表
し
て
い
る
。

良
心
の
呼
び
声
は
現
存
在
（D

asein

）
に
そ
の
ひ
と
ご
と
で
は
な
い
自
分
自
身
の
自
己
で
あ
る
可
能
性
を
目
指
す
よ
う
に
呼
び

0

0

か
け
る

0

0

0

性
格
を
も
ち
、
こ
れ
は
、
ひ
と
ご
と
で
は
な
い
自
分
自
身
の
負
い
目
あ
る
存
在
（Schuldigsein

）
に
向
け
て
呼
び
か
け

0

0

0

0

る0

と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
。（SZ,269

）

『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
貫
し
て
、
人
間
存
在
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
方
を
示
す
の
に
わ
ざ
わ
ざ
「
現
存
在

（D
asein

）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
そ
の
含
み
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
自
分
の
生
き
る
世
界
や
そ
こ
に
存
在
す
る
あ

れ
こ
れ
の
も
の
や
出
来
事
、
自
分
や
周
り
の
人
た
ち
、
そ
の
ま
る
ご
と
す
べ
て
に
つ
い
て
、
気
が
つ
け
ば
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の

で
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
の
あ
り
よ
う
や
勝
手
が
わ
か
っ
て
い
る
存
在
、
そ
う
し
た
人
間
特
有
の
あ
り
方
を
見

落
と
さ
な
い
た
め
の
工
夫
と
理
解
し
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。

他
の
生
き
も
の
と
違
い
、
人
間
と
い
う
の
は
、
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
、
そ
の
現
場
に
応
じ
て
、
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
あ
れ
、
と

も
か
く
、
何
を
ど
う
で
き
る
の
か
、
そ
の
勝
手
を
わ
か
っ
て
い
る
（
了
解
し
て
い
る
）
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
存
在
了
解

（Seinsverständnis

）」
が
な
り
た
つ
「
現
場
（da

）」
と
し
て
「
存
在
（sein

）」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
人
間
な
ら
で

は
の
あ
り
方
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
人
間
特
有
の
こ
の
あ
り
方
を
「
世
界−

内−

存
在
（In-der-W

elt-sein

）」
と
呼
ん

で
い
る
の
も
、
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
や
現
場
で
開
か
れ
て
く
る
視
野
や
見
通
し
の
こ
と
を
「
世
界
（W

elt

）」
と
い
う
言
葉
で
と

ら
え
な
そ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。

「
こ
の
よ
う
に
日
常
的−

平
均
的
な
配
慮
の
な
か
で
い
つ
で
も
す
で
に
自
分
の
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
に
お
け

二



326 桜 文 論 叢

る
現
存
在
が
良
心
の
呼
び
声
に
打
た
れ
る
」（SZ,272

）
こ
と
で
、「
ひ
と
ご
と
で
は
な
い
自
分
自
身
の
自
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で
あ
る
可
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性
」
つ
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自
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に
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と
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だ
。
と
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が
、
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有
の
も
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と
い
っ
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も
、
そ
れ
は
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価
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と
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う
る
よ
う
な
自
己
で
は
な
く
」、「《
内
面
生
活
》」、「
心
理
状
態
や
そ
の
背
景
」、「
内
面
に
引
き
こ
も
る
自

分
自
身
」
で
も
な
い
。「
そ
の
自
己
と
は
、
世
界−

内−

存
在
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
い
る
自
己
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
」
と

い
う
（SZ,273
）。

し
か
し
、「
世
界−
内−

存
在
」
と
い
う
の
は
「
世
間−

自
己
」
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
う
な
る
と
、
良
心

の
呼
び
声
が
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
そ
の
自
己
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
自
己
の
こ
と
を
い
う
の
か
。
や
は
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
よ

く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
呼
び
か
け
が
「
自
分
自
身
の
負
い
目
あ
る
存
在
に
向
け
て
呼
び
か
け
る

0

0

0

0

0

と
い
う
仕

方
で
な
さ
れ
る
」
と
も
言
う
の
だ
が
、
ど
う
し
て
本
来
の
自
己
（「
自
分
固
有
の
自
己
」）
が
「
負
い
目
あ
る
存
在
」
と
言
い
換
え
ら
れ

て
い
る
の
か
。
そ
の
自
己
と
は
「
価
値
判
断
の
《
対
象
》
と
な
り
う
る
よ
う
な
自
己
で
は
な
い
」
は
ず
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま

た
、
す
ん
な
り
と
は
理
解
し
が
た
い
点
で
あ
る
。

そ
の
点
は
ま
た
あ
と
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
て
、
と
も
か
く
、
し
ば
ら
く
ま
ず
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
分
析
の
な
り
ゆ
き
を

見
届
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

で
は
、
良
心
の
声
は
何
を
ど
う
語
り
か
け
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
何
ご
と
も
言
明
し
な
い

し
、
世
の
中
の
出
来
事
に
つ
い
て
何
も
情
報
を
あ
た
え
ず
、
語
る
べ
き
こ
と
は
何
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
自
己
の
「《
独
白
》」
で
も
自
己
へ
の
「《
談
判
》」
で
も
な
い
（SZ,273
）。
そ
こ
か
ら
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
良
心
は
、

と
も
か
く
や
は
り
「
良
心
の
呵
責
」
と
か
「
良
心
が
咎
め
る
」
と
言
う
と
き
の
道
徳
的
意
味
合
い
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
含
み
を
も

つ
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
世
間
で
期
待
さ
れ
て
い
る
名
声
や
規
範
、
指
針
や
方
針
、
善
行
や
啓
発
に
つ
い
て
の
言
明
や
表
明
と

二
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い
こ
と
も
疑
い
な
い
。
そ
の
呼
び
声
は
、
私
の
う
ち
か
ら

0

0

0

0

、
そ
れ
で
い
て
私
を
越
え
て

0

0

0

0

や
っ
て
来
る
。（SZ,275
）

呼
び
声
は
、
け
っ
し
て
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、「
私
を
越
え
て

0

0

0

0

や
っ
て
来
る
」。
自
己
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

「
そ
れ
」、「
エ
ス
（es

）」
と
し
か
呼
び
よ
う
が
な
い
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
エ
ス
を
神
や
生
物
学
的
な
素
因
と

い
っ
た
よ
う
に
、
現
存
在
と
し
て
の
自
己
か
ら
離
れ
た
一
つ
の
客
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
注
意
を
促
す
。
や
は
り
、「
良
心
の
現
象
は
現
存
在
の

0

0

0

0

現
象
で
あ
る
」（SZ,275f

）
の
で
あ
っ
て
「
私
の
う
ち
か
ら

0

0

0

0

や
っ
て
来
る
」

の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
そ
の
声
の
正
体
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
も
の
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
だ
か
、
は
ぐ
ら

か
さ
れ
た
気
が
し
て
こ
な
い
で
も
な
い
。

そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
奇
妙
な
こ
と
を
言
い
出
す
。

な
に
し
ろ
、
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
い
つ
も
事
実
的
に
実
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。（SZ,276

）

身
の
周
り
に
あ
る
机
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
道
具
や
事
物
と
違
っ
て
、
現
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
そ
の
つ
ど
身
を
取
り
巻
く
事
物
や

出
来
事
の
様
子
に
応
じ
て
自
分
が
で
き
る
こ
と
や
で
き
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
可
能
性
を
思
い
描
き
、
そ
れ
を
投
影
し
な

が
ら
、
事
に
当
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
人
間
特
有
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
実
存
す
る
こ
と
（existieren

）」「
実

存
（Existenz

）」
と
呼
び
、
自
分
が
そ
の
つ
ど
身
を
置
く
状
況
や
現
場
の
可
能
性
が
了
解
さ
れ
、
そ
の
下
図
が
描
か
れ
て
い
る
あ
り

よ
う
を
「
自
己
投
企
（Sichentw

erfen

）」「
投
企
（Entw

urf

）」
と
呼
ぶ
。
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い
っ
た
も
の
と
は
無
縁
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
良
心
は

0

0

0

、
ひ
た
す
ら
ひ
と
え
に
沈
黙
の
様
態
で
語
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
言
い
方

を
す
る
の
だ
ろ
う
（SZ,273

）。

そ
こ
で
、
つ
づ
く
第
五
七
節
で
、
良
心
の
声
を
呼
ぶ
者
は
だ
れ
な
の
か
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
者
は
呼
ぶ
者
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ

る
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
良
心
の
声
は
自
己
の
内
面
に
響
く
声
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
、
呼
ぶ
者
も
自
己
、
つ
ま
り
、
現
存

在
と
し
て
の
同
じ
自
己
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
当
然
な
が
ら
、
同
じ
自
己
と
い
っ
て
も
呼
び
か
け
ら
れ

る
側
と
呼
ぶ
側
で
の
立
ち
位
置
の
違
い
が
な
け
れ
ば
、
何
か
を
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
呼
び
か
け
の
意
義
は
成
立
し
な
く
な
る
。
そ

こ
か
ら
、
当
然
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
そ
う
見
る
よ
う
に
、「
い
っ
た
い
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
者
と
し
て
の
現
存
在
は
、
呼
び
か
け
る
現

存
在
と
変
わ
ら
な
い
あ
り
さ
ま
で
《
現
に
》（»da«

）
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

の
だ
ろ
う
か
」（SZ,275

）
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
き
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
自
己
が
世
間−

自
己
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、「
呼
ぶ
者
の
役
を
演
じ
て
い
る
の

は
、
も
し
か
す
る
と
、
ひ
と
ご
と
で
は
な
い
自
分
自
身
の
自
己
で
あ
る
可
能
性
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
」（SZ,275

）
と
い
う
よ
う
に
、

こ
れ
も
本
来
の
自
己
の
こ
と
と
考
え
た
く
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

２
．
だ
れ
が
呼
び
、
何
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
か

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
う
単
純
に
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。

な
に
し
ろ
、
そ
の
呼
び
か
け
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
断
じ
て
自
分
自
身
か
ら

0

0

0

0

0

0

計
画
も
準
備
も
さ
れ
は
し
な
い
し
、
意
志
を
も
っ
て

実
行
さ
れ
は
し
な
い
か
ら
だ
。
期
せ
ず
し
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
意
に
反
し
て
さ
え
も
《
そ
れ
》
が
呼
ぶ
（»Es« ruft

呼
び
声
が

す
る
）
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
そ
の
呼
び
声
が
私
と
と
も
に
世
界
の
う
ち
に
い
る
ほ
か
の
人
か
ら
届
け
ら
れ
る
の
で
は
な

二



324 桜 文 論 叢

い
こ
と
も
疑
い
な
い
。
そ
の
呼
び
声
は
、
私
の
う
ち
か
ら

0

0

0

0

、
そ
れ
で
い
て
私
を
越
え
て

0

0

0

0

や
っ
て
来
る
。（SZ,275

）

呼
び
声
は
、
け
っ
し
て
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、「
私
を
越
え
て

0

0

0

0

や
っ
て
来
る
」。
自
己
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

「
そ
れ
」、「
エ
ス
（es

）」
と
し
か
呼
び
よ
う
が
な
い
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
エ
ス
を
神
や
生
物
学
的
な
素
因
と

い
っ
た
よ
う
に
、
現
存
在
と
し
て
の
自
己
か
ら
離
れ
た
一
つ
の
客
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
注
意
を
促
す
。
や
は
り
、「
良
心
の
現
象
は
現
存
在
の

0

0

0

0

現
象
で
あ
る
」（SZ,275f

）
の
で
あ
っ
て
「
私
の
う
ち
か
ら

0

0

0

0

や
っ
て
来
る
」

の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
そ
の
声
の
正
体
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
も
の
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
な
ん
だ
か
、
は
ぐ
ら

か
さ
れ
た
気
が
し
て
こ
な
い
で
も
な
い
。

そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
奇
妙
な
こ
と
を
言
い
出
す
。

な
に
し
ろ
、
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
い
つ
も
事
実
的
に
実
存
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。（SZ,276

）

身
の
周
り
に
あ
る
机
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
道
具
や
事
物
と
違
っ
て
、
現
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
そ
の
つ
ど
身
を
取
り
巻
く
事
物
や

出
来
事
の
様
子
に
応
じ
て
自
分
が
で
き
る
こ
と
や
で
き
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
可
能
性
を
思
い
描
き
、
そ
れ
を
投
影
し
な

が
ら
、
事
に
当
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
人
間
特
有
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
実
存
す
る
こ
と
（existieren

）」「
実

存
（Existenz

）」
と
呼
び
、
自
分
が
そ
の
つ
ど
身
を
置
く
状
況
や
現
場
の
可
能
性
が
了
解
さ
れ
、
そ
の
下
図
が
描
か
れ
て
い
る
あ
り

よ
う
を
「
自
己
投
企
（Sichentw

erfen

）」「
投
企
（Entw

urf

）」
と
呼
ぶ
。

二
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な
世
界−

内−

存
在
」、
現
存
在
が
事
実
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
「
世
界
の
無
の
な
か
の
赤
裸
々
な
《
こ
の
事
実
》（»D

aß«

）

で
あ
る
」（SZ,276f

）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
う
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
だ
ろ
う
。
被
投
的
な
自
己
が
世
間−

自
己
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。
そ
の
声
の
正
体
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
声
が
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
本
来
の
自
己
の
あ
り
方

も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
依
然
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
負
い
目
あ
る
存
在
（Schuldigsein

）」
と
い
う
あ
り
方
か
ら
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
を
見
つ
め

な
お
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
負
い
目
あ
り
（shuldig

）」、
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
何
を
ど
う
導
き
だ
そ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
ど
ん
な
負
い
目
が
あ
る
の
か

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
分
析
の
内
容
か
ら
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
良
心
は
、
何
か
漠
然
と
し
た
中
味
の
な

い
こ
と
を
呼
び
か
け
る
だ
け
で
、
結
局
、
何
も
積
極
的
な
こ
と
は
示
し
て
は
く
れ
ず
、
た
ん
に
批
判
的
な
役
割
し
か
演
じ
な
い
も
の

で
は
な
い
の
か
、
そ
う
思
い
た
く
な
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
な
に
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
そ
う
し
た
疑
念
を
い
だ
く

の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
し
、
一
応
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
と
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ

る
と
、
そ
れ
は
「
時
期
尚
早
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（SZ,279

）。
こ
れ
ま
で
話
し
て
き
た
こ
と
は
ま
だ
目
標
に
達
し
て
い
な
い
準
備

段
階
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
、
そ
の
疑
念
に
応
じ
る
た
め
に
、
今
度
は
、「
良
心
の
呼
び
声
に
生
来
ふ
さ
わ
し
い
聞
き
方

0

0

0

」
つ
ま
り
「
そ
の
呼
び
声
に

《
従
い
応
じ
る
》
本
来
的
な

0

0

0

0

了
解
」、「
呼
び
か
け
の
了
解
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
（SZ,279

）。

こ
う
し
て
、
つ
づ
く
第
五
八
節
で
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ご
く
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
良
心
の
経
験
や
解
釈
の

三
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し
か
し
、
投
企
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
徹
頭
徹
尾
「
事
実
的
に
」
し
か
な
り
た
た
ず
、
自
由
気
ま
ま
な
振
る
舞
い
で
は
あ
り
え

な
い
。
状
況
や
現
場
に
応
じ
て
描
き
出
さ
れ
る
下
図
に
否
応
な
し
に
身
を
委
ね
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
抜
き
差
し
な
ら
な
い
「
事

実
」
が
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
被
投
性
（Gew

orfenheit

）」
と
は
、
文
字
ど
お
り
、
こ
の
事
実

に
投
げ
こ
ま
れ
て
（gew

orfen

）
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
間
の
あ
り
方
を
照
ら
し
出
す
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
だ
れ
だ
っ
て
、
自

分
が
投
げ
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
境
遇
の
な
か
で
自
分
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
投
企
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
「
被
投
的
投
企
（gew

orfener Entw
urf

）」
と
し
て
し
か
な
り
た
た
な
い
こ
と

を
強
調
す
る
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
投
企
と
被
投
性
、
被
投
的
投
企
か
ら
な
り
た
つ
現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で

に
第
一
編
第
六
章
の
第
四
一
節
で
「
気
が
か
り
（Sorge

）」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
気
が
か
り
と
は
、「
お
の
れ
に−

先
だ
っ

て−

す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち
に−
（
世
間
の
う
ち
で
出
会
う
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
と
し
て−

存
在
す
る
」（SZ,192

）
と

い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、「
お
の
れ
に−

先
だ
っ
て
」
が
投
企
、「
す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち
に
」
が
事
実
性
つ
ま

り
被
投
性
、「（
世
間
の
う
ち
で
出
会
う
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
」
が
世
間
の
こ
と
が
ら
に
没
入
す
る
頽
落
に
当
た
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
存
在
の
そ
の
あ
り
方
の
う
ち
に
、
良
心
の
声
を
呼
ぶ
者
の
正
体
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
。
つ
ま
り
、
呼

び
か
け
ら
れ
る
自
己
は
、
世
間
に
囚
わ
れ
頽
落
し
た
世
間−
自
己
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
自
己
が
自
分
固
有
の
自
己
で
あ
る
こ
と
の

可
能
性
、
本
来
の
自
己
へ
向
け
て
（
投
企
）
呼
び
か
け
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
呼
び
か
け
る
者
は
被
投
的
な
自
己
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

ど
う
や
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
そ
う
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
少
し
意
味
深
げ
な
物
言
い
を
取
り
混
ぜ
な
が
ら
も
、

「
呼
ぶ
者
は
、
自
分
の
不
気
味
さ
の
な
か
に
立
つ
現
存
在
」、「
落
ち
着
け
る
住
ま
い
で
は−

な
い
も
の
と
し
て
の
根
源
的
で
被
投
的

三
三
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な
世
界−

内−

存
在
」、
現
存
在
が
事
実
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
「
世
界
の
無
の
な
か
の
赤
裸
々
な
《
こ
の
事
実
》（»D

aß«

）

で
あ
る
」（SZ,276f

）
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
そ
う
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
だ
ろ
う
。
被
投
的
な
自
己
が
世
間−

自
己
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。
そ
の
声
の
正
体
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
声
が
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
本
来
の
自
己
の
あ
り
方

も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
依
然
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
負
い
目
あ
る
存
在
（Schuldigsein

）」
と
い
う
あ
り
方
か
ら
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
を
見
つ
め

な
お
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
負
い
目
あ
り
（shuldig

）」、
そ
こ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
何
を
ど
う
導
き
だ
そ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

３
．
ど
ん
な
負
い
目
が
あ
る
の
か

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
分
析
の
内
容
か
ら
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
良
心
は
、
何
か
漠
然
と
し
た
中
味
の
な

い
こ
と
を
呼
び
か
け
る
だ
け
で
、
結
局
、
何
も
積
極
的
な
こ
と
は
示
し
て
は
く
れ
ず
、
た
ん
に
批
判
的
な
役
割
し
か
演
じ
な
い
も
の

で
は
な
い
の
か
、
そ
う
思
い
た
く
な
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
な
に
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
そ
う
し
た
疑
念
を
い
だ
く

の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
し
、
一
応
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
と
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ

る
と
、
そ
れ
は
「
時
期
尚
早
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（SZ,279
）。
こ
れ
ま
で
話
し
て
き
た
こ
と
は
ま
だ
目
標
に
達
し
て
い
な
い
準
備

段
階
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
、
そ
の
疑
念
に
応
じ
る
た
め
に
、
今
度
は
、「
良
心
の
呼
び
声
に
生
来
ふ
さ
わ
し
い
聞
き
方

0

0

0

」
つ
ま
り
「
そ
の
呼
び
声
に

《
従
い
応
じ
る
》
本
来
的
な

0

0

0

0

了
解
」、「
呼
び
か
け
の
了
解
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
（SZ,279

）。

こ
う
し
て
、
つ
づ
く
第
五
八
節
で
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ご
く
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
良
心
の
経
験
や
解
釈
の

三
三
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る
（SZ,282

）。

な
る
ほ
ど
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
借
金
（
①
）
で
あ
れ
、
法
的
罪
（
③
）
で
あ
れ
、
倫
理
的
責
任
（
④
）
で
あ
れ
、

そ
の
す
べ
て
に
は
「
…
…
の
根
拠
で
あ
る
」「
…
…
の
責
任
が
あ
る
」（
②
）
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
、
こ
れ
を
置
い
て
は
ど
の
意
味

も
な
り
た
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

《
負
い
目
あ
り
》
の
理
念
に
は
、《
…
…
の
責
任
が
あ
る
こ
と
》
と
し
て
の
負
い
目
の
概
念
の
な
か
で
無
差
別
に
表
現
さ
れ
て
い

る
も
の
、
つ
ま
り
、
…
…
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。（SZ,283

）

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
社
会
生
活
の
な
か
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の

「
欠
陥
」
や
「
欠
如
」
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
だ
け
で
は
ま
だ
、
良
心
の
呼
び
声
が
告
げ
知
ら
せ
る
は
ず
の
「
負
い
目
あ
る

存
在
」
を
言
い
当
て
る
に
は
ま
っ
た
く
不
適
切
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
負
い
目

あ
る
存
在
」
の
「
負
い
目
」
と
は
、
社
会
的
に
な
す
べ
き
こ
と
が
欠
け
て
い
る
と
き
に
生
じ
、
な
す
べ
き
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
な
く

な
る
と
い
っ
た
個
々
の
事
柄
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
現
存
在
そ
の
も
の
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
あ
り
方
を
言
い
当
て
よ
う
と
す
る

も
の
だ
か
ら
だ
。

負
い
目
あ
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

（Schuldigsein

）
は0

、
あ
る
落
ち
度
の
結
果
か
ら
は
じ
め
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
む
し
ろ
逆
に

0

0

0

0

0

、
こ
の

0

0

落
ち
度
は

0

0

0

0

一0

人
の
根
源
的
な
負
い
目
あ
る
存
在
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

《
根
拠
に
し
て

0

0

0

0

0

》（»auf Grund«

）
は
じ
め
て
可
能
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（SZ,284

）
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あ
り
よ
う
を
見
な
お
し
、
そ
の
す
べ
て
が
良
心
の
声
を
何
ら
か
の
「
負
い
目
」
を
告
げ
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
つ
も
の
や
り
方
と
い
っ
て
い
い
が
、
そ
の
糸
口
と
し
て
、
負
い
目
に
つ
い
て
の
日
常
的
な
わ
か
り
や
す
い
解
釈
に

目
を
向
け
る
。
も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
立
て
か
ら
す
る
と
、
そ
う
し
た
解
釈
は
え
て
し
て
非
本
来
的
な
側
面
に
目
を
奪
わ
れ
、

負
い
目
の
本
質
を
と
ら
え
そ
こ
な
い
が
ち
で
は
あ
る
。
そ
れ
で
も
、「
ど
ん
な
見
損
な
い
の
う
ち
に
も
、
現
象
の
根
源
的
な
《
理
念
》

へ
の
一
つ
の
示
唆
が
と
も
に
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
含
ま
れ
て
い
る
」（SZ,281

）
と
い
う
見
通
し
の
も
と
、schuldig

やSchuld

と
い

う
ド
イ
ツ
語
の
日
常
的
な
用
法
を
拾
い
上
げ
な
お
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
日
常
的
な
用
法
と
し
て
「
負
い
目
が
あ
る
こ
と
（Schuldigsein

）」
は
、
さ
し
あ
た
り
、
①
「
借
金
が

あ
る
（Schulden haben

）」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
②
「
…
…
の
責
任
が
あ
る
（schuld sein an, Schuld haben 

an

）」、
つ
ま
り
「
…
…
の
原
因
、
創
始
者
、
誘
因
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
意
味
を
合
わ
せ
る
と
、

「
返
済
の
責
任
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
そ
の
責
任
を
果
た
さ
な
い
と
き
に
③
「
罪
を
犯
す
（sich schuldig m

achen

）」

「
罰
せ
ら
れ
る
（sich strafbar m
achen

）」
よ
う
な
振
る
舞
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
法
的
な
罪
や
罰
と
い
う
意
味

で
も
使
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
罪
を
犯
す
こ
と
」
は
④
「
他
人
に
対
し
て
罪
を
犯
す
（Schuldigw

erden an A
nderen

）」
と
い

う
性
格
を
と
も
な
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
法
的
な
罪
に
問
わ
ら
れ
る
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
社
会
生
活
の
な
か
で
他
者
の
生
活
の
可

能
性
（「
他
者
の
実
存
」）
に
危
害
を
加
え
る
と
き
に
も
な
り
た
つ
。
こ
う
し
て
、
社
会
で
求
め
ら
れ
る
道
徳
的
な
要
求
を
み
た
し
て

い
な
い
倫
理
的
責
任
（
良
心
の
呵
責
）
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
借
金
が
あ
る
こ
と
も
法
的
な
罪
を
犯
す
こ
と
も
含
め
て
、「
負
い
目
が
あ
る
こ
と
」
は
、
他
人
の
社
会
生
活
に
対

す
る
侵
害
へ
の
責
任
、「
何
ら
か
の
他
者
の
現
存
在
に
お
け
る
何
ら
か
の
欠
如
の
根
拠
で
あ
る

0

0

0

0

0

（Grundsein

）」
こ
と
、
つ
ま
り
、
他

者
が
求
め
る
要
求
、
社
会
的
な
規
範
や
法
、
倫
理
的
要
求
を
み
た
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
「
欠
陥
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

三
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る
（SZ,282

）。

な
る
ほ
ど
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
借
金
（
①
）
で
あ
れ
、
法
的
罪
（
③
）
で
あ
れ
、
倫
理
的
責
任
（
④
）
で
あ
れ
、

そ
の
す
べ
て
に
は
「
…
…
の
根
拠
で
あ
る
」「
…
…
の
責
任
が
あ
る
」（
②
）
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
、
こ
れ
を
置
い
て
は
ど
の
意
味

も
な
り
た
ち
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

《
負
い
目
あ
り
》
の
理
念
に
は
、《
…
…
の
責
任
が
あ
る
こ
と
》
と
し
て
の
負
い
目
の
概
念
の
な
か
で
無
差
別
に
表
現
さ
れ
て
い

る
も
の
、
つ
ま
り
、
…
…
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。（SZ,283

）

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
社
会
生
活
の
な
か
で
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の

「
欠
陥
」
や
「
欠
如
」
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
だ
け
で
は
ま
だ
、
良
心
の
呼
び
声
が
告
げ
知
ら
せ
る
は
ず
の
「
負
い
目
あ
る

存
在
」
を
言
い
当
て
る
に
は
ま
っ
た
く
不
適
切
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
負
い
目

あ
る
存
在
」
の
「
負
い
目
」
と
は
、
社
会
的
に
な
す
べ
き
こ
と
が
欠
け
て
い
る
と
き
に
生
じ
、
な
す
べ
き
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
な
く

な
る
と
い
っ
た
個
々
の
事
柄
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
現
存
在
そ
の
も
の
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
あ
り
方
を
言
い
当
て
よ
う
と
す
る

も
の
だ
か
ら
だ
。

負
い
目
あ
る
存
在

0

0

0

0

0

0

0

（Schuldigsein

）
は0

、
あ
る
落
ち
度
の
結
果
か
ら
は
じ
め
て
生
じ
る
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
む
し
ろ
逆
に

0

0

0

0

0

、
こ
の

0

0

落
ち
度
は

0

0

0

0

一0

人
の
根
源
的
な
負
い
目
あ
る
存
在
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

《
根
拠
に
し
て

0

0

0

0

0

》（»auf Grund«

）
は
じ
め
て
可
能
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（SZ,284

）
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な
ぜ
自
分
が
こ
の
自
分
と
し
て
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
自
分
が
根
拠
と
し
て
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
に
投
げ
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
意
の
ま
ま
に
で
き
ず
、
無
力
の
ま
ま
で
あ
る
。

も
は
や
、
自
分
が
そ
の
根
拠
そ
の
も
の
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
わ
け
だ
。

こ
の
被
投
性
と
い
う
次
元
か
ら
見
れ
ば
、
現
存
在
の
あ
り
方
は
根
拠
と
し
て
は
無
効
に
な
り
、
根
拠
と
し
て
の
価
値
は
な
く
な
る
。

投
企
す
る
根
拠
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
取
る
に
足
ら
な
い
根
拠
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。「
無
力
さ
」
と
訳
し
た

N
ichtigkeit

と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
は
「
価
値
の
な
さ
、
取
る
に
足
ら
な
さ
」「
無
効
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

自
己
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
根
拠
と
し
て
も
は
や
機
能
し
な
い
局
面
に
横
た
わ
る
無
力
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
こ
の
言
葉
を
使
っ
て

い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

自
己
は
、
自
己
で
あ
る
か
ぎ
り
自
分
自
身
の
根
拠
を
す
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
自
己
は
、
い
つ
い
か
な
る
と

0

0

0

0

0

0

0

き
も
0

0

そ
の
根
拠
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
0

0

。
そ
れ
な
の
に
、
実
存
す
る
か
ぎ
り
そ
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（SZ,284

）

意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
重
荷
に
感
じ
る
こ
と
に

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
と
お
り
、「
現
存
在
は
そ
の
根
拠
の
重
み
の
う
ち
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
重

た
さ
が
気
分
に
よ
っ
て
現
存
在
に
重
荷
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
」（SZ,284

）
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
い
う
「
負
い
目
あ
る
存
在
」
の
そ
の
「
負
い
目
（Schuld

）」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
負
い
目
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

「
負
担
」
や
「
重
荷
」
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
真
意
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら

三
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負
い
目
あ
る
存
在
の
そ
の
負
い
目
の
あ
り
方
と
は
、
落
ち
度
や
欠
陥
、
欠
如
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
根
源
と
し
て
な
り
た
つ

「
根
拠
で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
こ
に
は
「
な
い

0

0

（N
icht

）
と
い
う
性
格
が
含
ま
れ
て
い
る
」（SZ,283

）
の
だ

と
言
う
。
と
な
る
と
、
こ
れ
は
、
人
間
の
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ひ
と

ま
ず
、
こ
れ
を
形
式
的
、
実
存
論
的
に
（
よ
う
す
る
に
人
間
の
実
存
の
可
能
性
の
条
件
と
い
う
点
か
ら
）、「
何
ら
か
の
な
い
（ein N

icht

）

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
無
力
さ
の
根
拠
で
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Grundsein 

einer N
ichtigkeit

」
と
言
い
定
め
る
（SZ,283

）。
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
は
じ
め
か
ら
「
な
い
」
つ
ま
り
「
無
力

さ
」
を
背
負
い
こ
む
「
根
拠
で
あ
る
」
と
で
も
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の

だ
ろ
う
か
。

Ⅱ
．
無
力
な
根
拠
で
あ
る
こ
と

４
．
ど
ん
な
無
力
さ
を
背
負
い
こ
ん
で
い
る
の
か

そ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
気
が
か
り
（Sorge

）」
と
い
う
現
存
在
の
あ
り
方
に
ひ
き
つ
け
て
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
。

現
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
そ
の
つ
ど
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
や
現
場
の
な
か
で
描
き
出
さ
れ
た
可
能
性
の
な
か
か
ら
自
分
の
あ
り

方
を
見
定
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
自
分
が
自
分
の
進
む
道
を
決
め
る
根
拠
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
し
た
根
拠
と
し
て
現
に
生
き
て
い
く
し
か
な
い
こ
と
自
体
は
自
分
が
決
め
た
こ
と
で
は
な
い
。「
現
存
在
は

存
在
す
る
か
ぎ
り
投
げ
こ
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
自
分
の
現
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い

0

0

」

（SZ,284

）。

三
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な
ぜ
自
分
が
こ
の
自
分
と
し
て
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
自
分
が
根
拠
と
し
て
生
き
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
実
に
投
げ
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
意
の
ま
ま
に
で
き
ず
、
無
力
の
ま
ま
で
あ
る
。

も
は
や
、
自
分
が
そ
の
根
拠
そ
の
も
の
の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
わ
け
だ
。

こ
の
被
投
性
と
い
う
次
元
か
ら
見
れ
ば
、
現
存
在
の
あ
り
方
は
根
拠
と
し
て
は
無
効
に
な
り
、
根
拠
と
し
て
の
価
値
は
な
く
な
る
。

投
企
す
る
根
拠
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
取
る
に
足
ら
な
い
根
拠
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。「
無
力
さ
」
と
訳
し
た

N
ichtigkeit

と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
は
「
価
値
の
な
さ
、
取
る
に
足
ら
な
さ
」「
無
効
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

自
己
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
根
拠
と
し
て
も
は
や
機
能
し
な
い
局
面
に
横
た
わ
る
無
力
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
こ
の
言
葉
を
使
っ
て

い
る
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

自
己
は
、
自
己
で
あ
る
か
ぎ
り
自
分
自
身
の
根
拠
を
す
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
自
己
は
、
い
つ
い
か
な
る
と

0

0

0

0

0

0

0

き
も

0

0

そ
の
根
拠
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

。
そ
れ
な
の
に
、
実
存
す
る
か
ぎ
り
そ
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受

け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（SZ,284

）

意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
重
荷
に
感
じ
る
こ
と
に

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
と
お
り
、「
現
存
在
は
そ
の
根
拠
の
重
み
の
う
ち
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
重

た
さ
が
気
分
に
よ
っ
て
現
存
在
に
重
荷
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
」（SZ,284
）
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
い
う
「
負
い
目
あ
る
存
在
」
の
そ
の
「
負
い
目
（Schuld

）」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
負
い
目
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

「
負
担
」
や
「
重
荷
」
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
真
意
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら

三
三
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気
に
か
け
な
く
な
る
。
い
や
、
も
は
や
、
そ
う
し
て
気
に
か
け
ず
に
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
れ
だ
っ
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
世
間
に
頽
落
し
、
身
を
委
ね
て
い
た
ま
ま
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
気
楽
で
居
心
地
も
い

い
は
ず
だ
。
難
し
い
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
考
え
ず
に
、
目
先
の
こ
と
だ
け
考
え
て
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
、
す
べ
き
こ
と
だ
け
決
め
て

お
け
ば
い
い
の
だ
か
ら
。

も
と
も
と
、
無
力
の
根
拠
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
だ
す
し
か
な
く

な
り
、
そ
の
こ
と
に
す
ら
気
づ
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
の
無
力
さ
が
横
た
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「（
無
力
な
）
無
力
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」（D

as

（nichtige

）Grundsein einer N
ichtigkeit

）（SZ,285

）

と
カ
ッ
コ
でnichtige

を
補
う
の
も
、
無
力
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
向
き
合
え
な
い
そ
の
無
力
さ
の
こ
と
を
意
味
し
て
の
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。５

．
良
心
の
呼
び
声
は
ど
う
聞
こ
え
て
く
る
の
か

被
投
的
投
企
か
ら
の
逃
避
と
し
て
の
頽
落
、
こ
れ
が
気
が
か
り
（Sorge

）
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

気
が
か
り
が
な
り
た
つ
の
も
、
そ
も
そ
も
人
間
は
、
無
力
な
根
拠
で
あ
る
と
い
う
負
担
を
強
い
ら
れ
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
だ

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
負
い
目
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
無
力
さ
に
浸
り
き
っ

た
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
（Schuldigsein

）
が
気
が
か
り
と
呼
ぶ
存
在
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
」（SZ,286

）
と
い
う
言
い
方
を

す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
人
間
に
そ
の
よ
う
な
負
担
、
責
任
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
が
、
良
心
の
呼
び
声
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

良
心
の
呼
び
声
が
気
が
か
り
の
な
り
た
ち
を
告
げ
知
ら
せ
て
く
れ
る
。「
良
心
の
呼
び
声
は
気
が
か
り
の
呼
び
声
で
あ
る
」（SZ,286

）

と
言
わ
れ
る
の
も
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

三
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さ
き
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
うSchuld

を
「
責
任
の
負
担
」
と
訳
し
、Schuldigsein

も
、「
負
い
目
あ
る
存
在
」
で
は
な
く
「
責

任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
」
と
訳
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
無
力
な
根
拠
を
引
き
受
け
て
い
く
し
か
な
い
投
企
そ
の
も
の
に
も
、
そ
れ
な
り
の
無
力
さ
が
つ
き

ま
と
う
の
だ
と
い
う
。
現
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
描
き
出
さ
れ
た
可
能
性
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
の
な
か
で
特
定
の
可
能
性
を
選

択
し
て
い
く
ほ
か
は
な
く
、「
絶
え
ず
、
そ
の
他
の
可
能
な
あ
り
方
で
は
な
い

0

0

の
で
あ
っ
て
、
実
存
的
な
投
企
の
な
か
で
す
で
に
こ

れ
ら
の
可
能
性
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」（SZ,285

）。
た
し
か
に
可
能
性
を
投
企
し
、
選
択
す
る
自
由
が
そ
こ
に
は
あ
る
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
も
、「
他
の
可
能
性
を
選
択
し
な
か
っ
た
し
、
選
択
で
き
な
い
と
い
う
負
担
を
引
き
受
け
る
こ
と
」（SZ,285

）

な
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
、
そ
れ
な
り
の
無
力
さ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
被
投
性
と
企
投
に
と
も
に
横
た
わ
る
そ
の
無
力
さ
は
、「
現
存
在
が
そ
の
つ
ど
す
で
に
い
つ
で
も
事
実
的
に
頽
落
と
し

て
あ
る
よ
う
に
、
頽
落
に
お
け
る
非0

本
来
的
な
現
存
在
の
無
力
さ
が
可
能
と
な
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
」（SZ,285

）
の
だ
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
人
間
の
根
本
的
な
あ
り
方
で
あ
る
「
気
が
か
り

0

0

0

0

（Sorge

）
そ
の
も
の
が
そ
の
本
質
か
ら
し
て
ど
こ
ま
で
も
無
力
さ
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

浸
透
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

」（SZ,285

）
と
ま
で
言
い
切
る
の
だ
が
、
さ
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
と
考
え
て
お
け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
無
力
さ
の
な
か
で
、
な
す
べ
き
こ
と
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
重
荷
や
責
任
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、

そ
れ
を
ま
る
ご
と
一
人
で
背
負
い
こ
む
こ
と
な
ん
て
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
不
安
を
覚
え
、
逃
げ
だ
し
た
く

な
っ
て
も
お
か
し
く
は
い
。
そ
の
不
安
を
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
て
お
く
た
め
に
は
、
世
間
で
通
用
し
て
い
る
や
り
方
を
頼
り
に
し
て

い
く
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
自
分
で
決
め
な
く
て
も
大
丈
夫
。
世
間
の
言
う
こ
と
に
従
っ
て
お
け
ば
、
う
ま
く
い
く
は
ず
だ
。
そ
う

思
っ
て
お
け
ば
安
心
だ
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
、
無
力
さ
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
逃
避
し
、
そ
こ
か
ら
目
を
そ
ら
し
生
き
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
そ
の
事
実
を

三
二



316 桜 文 論 叢

気
に
か
け
な
く
な
る
。
い
や
、
も
は
や
、
そ
う
し
て
気
に
か
け
ず
に
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
づ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
れ
だ
っ
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
世
間
に
頽
落
し
、
身
を
委
ね
て
い
た
ま
ま
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
気
楽
で
居
心
地
も
い

い
は
ず
だ
。
難
し
い
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
考
え
ず
に
、
目
先
の
こ
と
だ
け
考
え
て
、
自
分
の
し
た
い
こ
と
、
す
べ
き
こ
と
だ
け
決
め
て

お
け
ば
い
い
の
だ
か
ら
。

も
と
も
と
、
無
力
の
根
拠
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
だ
す
し
か
な
く

な
り
、
そ
の
こ
と
に
す
ら
気
づ
く
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
そ
れ
な
り
の
無
力
さ
が
横
た
わ
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「（
無
力
な
）
無
力
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
」（D

as

（nichtige

）Grundsein einer N
ichtigkeit

）（SZ,285

）

と
カ
ッ
コ
でnichtige

を
補
う
の
も
、
無
力
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
に
向
き
合
え
な
い
そ
の
無
力
さ
の
こ
と
を
意
味
し
て
の
こ
と
な

の
だ
ろ
う
。５

．
良
心
の
呼
び
声
は
ど
う
聞
こ
え
て
く
る
の
か

被
投
的
投
企
か
ら
の
逃
避
と
し
て
の
頽
落
、
こ
れ
が
気
が
か
り
（Sorge

）
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

気
が
か
り
が
な
り
た
つ
の
も
、
そ
も
そ
も
人
間
は
、
無
力
な
根
拠
で
あ
る
と
い
う
負
担
を
強
い
ら
れ
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
だ

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
負
い
目
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
無
力
さ
に
浸
り
き
っ

た
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
（Schuldigsein

）
が
気
が
か
り
と
呼
ぶ
存
在
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
」（SZ,286

）
と
い
う
言
い
方
を

す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
人
間
に
そ
の
よ
う
な
負
担
、
責
任
を
告
げ
知
ら
せ
る
の
が
、
良
心
の
呼
び
声
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

良
心
の
呼
び
声
が
気
が
か
り
の
な
り
た
ち
を
告
げ
知
ら
せ
て
く
れ
る
。「
良
心
の
呼
び
声
は
気
が
か
り
の
呼
び
声
で
あ
る
」（SZ,286

）

と
言
わ
れ
る
の
も
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。
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お
く
こ
と
（Bereitschaft

）」、「
ひ
と
ご
と
で
な
い
自
分
自
身
の
実
存
可
能
性
の
言
い
な
り
に
な
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（hörig

）」（SZ,287
）
だ
と

言
う
。
そ
の
自
由
と
は
も
は
や
、
自
分
の
可
能
性
を
選
択
す
る
投
企
の
自
由
と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
こ
れ
は
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な

い
無
力
さ
と
い
う
不
自
由
さ
が
つ
き
ま
と
う
被
投
的
な
自
由
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
自
由
と
は
、
そ
の

無
力
さ
か
ら
逃
げ
だ
し
、
居
心
地
の
い
い
世
間
に
頽
落
す
る
し
か
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
か
ら
の
解
放
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
良
心
の
呼
び
声
を
聞
く
た
め
の
「
準
備
」
に
な
り
、
良
心
の
呼
び
声
に
聞
き
従
い
、
そ
の
「
言
い
な
り
に
な

る
こ
と
」
に
な
る
。
頽
落
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
も
良
心
は
人
間
に
呼
び
か
け
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
呼
び
声
を
聞
き

逃
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
。
だ
か
ら
、
選
択
で
き
る
の
は
、
世
間
の
言
う
こ
と
か
ら
耳
を
閉
ざ
し
、
そ
の
呼
び
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
耳
を
澄
ま
し
て
お
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
良
心

0

0−

を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0−

を
望
む
こ
と

0

0

0

0

0

（Gew
issen-haben-w

ollen

）」（SZ,288

）

だ
け
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
の
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
選
択
を
「
覚
悟
（Entschlossenheit

）」
と
も
言
い
表
す
。Entschlossenheit

と
い
う
ド
イ
ツ

語
のschlossenheit

と
い
う
部
分
は
「
閉
ざ
す
」
と
い
う
意
味
のschließen

に
由
来
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
る
。
そ
の
前
つ
づ
り
のEnt

は
離
脱
や
除
去
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
覚
悟

（Entschlossenheit

）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
か
ら
の
解
放
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
て
く
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
も
こ
の
言
葉
に
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
含
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
そ
の
意
味
合
い
は
そ
う
な
の
だ
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
「
覚
悟
」
や
「
自
由
」、「
準
備
」
や
「
言
い
な
り
に
な
る
こ

と
」、
そ
し
て
「
こ
の
選
択
で
も
っ
て
現
存
在
は
そ
の
自
分
に
、
世
間−

自
己
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
（verschlossen

）
ま
ま
の
存
在
、

ひ
と
ご
と
で
な
い
自
分
自
身
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
と
い
う
あ
り
方
を
可
能
と
す
る
」（SZ,288

）
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
ど
う

だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
そ
れ
で
人
間
の
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
さ
い
に
被
投
的
な
自
己
が
世
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と
は
い
え
、
無
力
さ
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
背
負
い
こ
む
か
ら
こ
そ
、「
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
す
で
に
い
つ
で
も
事
実
的
に
頽
落

と
し
て
あ
る
」（SZ,285

）
し
か
な
く
、
無
力
さ
の
負
担
や
責
任
な
ど
気
に
か
け
な
い
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。
居
心
地
が
い
い
世
間

に
囚
わ
れ
、
良
心
の
声
の
知
ら
せ
な
ど
届
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
と
な
る
と
、
そ
の
声
は
ど
う
や
っ
て
聞
こ
え
て

く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
た
も
や
奇
妙
な
こ
と
を
言
い
出
す
。

責
任
の
負
担
は
、
責
任
の
負
担
の
意
識
が
目
覚
め
る
と
き
に
し
か
《
現
に
》《
存
在
》
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
責
任

の
負
担
が
《
眠
っ
て
い
る
》
と
い
う
点
に
ま
さ
に
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
根
源
的
な
存
在
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。（SZ,286

）

責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
意
識
は
、
人
間
の
頽
落
的
な
あ
り
方
か
ら
遠
ざ
か
り
、
眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
い

う
と
、
そ
れ
も
、
無
力
な
根
拠
で
あ
る
と
い
う
負
担
や
責
任
を
強
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
、

で
は
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
人
間
は
良
心
の
呼
び
声
を
聞
き
入
れ
、
そ
の
無
力
さ
を
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
良
心
を
選
択
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
。「
良
心
そ
の
も
の
は
選
択
さ
れ
え

な
い
」（SZ,288

）
か
ら
だ
。

な
る
ほ
ど
、
無
力
な
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
人
間
に
と
っ
て
抜
き
差
し
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
選
択
の
余
地
な
ど
あ
り
え
な
い
。
で
は
、
残
さ
れ
た
選
択
の
道
は
ど
こ
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、

「
良
心
の
呼
び
声
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
自
由
を
え
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

（Freiw
erden

）、
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
準
備
し
て

三
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お
く
こ
と
（Bereitschaft

）」、「
ひ
と
ご
と
で
な
い
自
分
自
身
の
実
存
可
能
性
の
言
い
な
り
に
な
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（hörig

）」（SZ,287

）
だ
と

言
う
。
そ
の
自
由
と
は
も
は
や
、
自
分
の
可
能
性
を
選
択
す
る
投
企
の
自
由
と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
こ
れ
は
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な

い
無
力
さ
と
い
う
不
自
由
さ
が
つ
き
ま
と
う
被
投
的
な
自
由
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
自
由
と
は
、
そ
の

無
力
さ
か
ら
逃
げ
だ
し
、
居
心
地
の
い
い
世
間
に
頽
落
す
る
し
か
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
か
ら
の
解
放
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
良
心
の
呼
び
声
を
聞
く
た
め
の
「
準
備
」
に
な
り
、
良
心
の
呼
び
声
に
聞
き
従
い
、
そ
の
「
言
い
な
り
に
な

る
こ
と
」
に
な
る
。
頽
落
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
も
良
心
は
人
間
に
呼
び
か
け
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
呼
び
声
を
聞
き

逃
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
。
だ
か
ら
、
選
択
で
き
る
の
は
、
世
間
の
言
う
こ
と
か
ら
耳
を
閉
ざ
し
、
そ
の
呼
び
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
耳
を
澄
ま
し
て
お
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
良
心
0

0−

を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0−

を
望
む
こ
と

0

0

0

0

0

（Gew
issen-haben-w

ollen

）」（SZ,288

）

だ
け
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
の
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
選
択
を
「
覚
悟
（Entschlossenheit

）」
と
も
言
い
表
す
。Entschlossenheit

と
い
う
ド
イ
ツ

語
のschlossenheit

と
い
う
部
分
は
「
閉
ざ
す
」
と
い
う
意
味
のschließen

に
由
来
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
と
い
う
意
味
が

含
ま
れ
る
。
そ
の
前
つ
づ
り
のEnt

は
離
脱
や
除
去
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
覚
悟

（Entschlossenheit

）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
か
ら
の
解
放
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
て
く
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
も
こ
の
言
葉
に
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
含
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
、
そ
の
意
味
合
い
は
そ
う
な
の
だ
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
「
覚
悟
」
や
「
自
由
」、「
準
備
」
や
「
言
い
な
り
に
な
る
こ

と
」、
そ
し
て
「
こ
の
選
択
で
も
っ
て
現
存
在
は
そ
の
自
分
に
、
世
間−
自
己
に
は
閉
ざ
さ
れ
た
（verschlossen

）
ま
ま
の
存
在
、

ひ
と
ご
と
で
な
い
自
分
自
身
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
と
い
う
あ
り
方
を
可
能
と
す
る
」（SZ,288

）
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
ど
う

だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
そ
れ
で
人
間
の
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
さ
い
に
被
投
的
な
自
己
が
世

三
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と
す
る
と
、「
こ
の
良
心
分
析
は
た
だ
存
在
論
的
な
根
本
的
問
い
に
役
立
て
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
」（SZ,290

）
と
言
う
と
き
、

は
た
し
て
、
そ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
う
ま
く
探
り
当
て
る
に
は
、
む
し
ろ
『
存
在
と

時
間
』
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
存
在
論
的
な
根
本
的
問
い
」
そ
の
も
の
の
展
開
を
見
届
け
て
み
る
の
が
近
道
な
の
だ
ろ
う
（
７
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
論
文
「
技
術
へ
の
問
い
」、
こ
れ
が
そ
の
一
番
の
近
道
に
な
る
。
そ
う
考
え
て
み
た
い
の
だ
（
８
）。

な
に
し
ろ
、

そ
こ
で
も
ま
た
、『
存
在
と
時
間
』
で
語
ら
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
「
自
由
（Frei

）」
や
「
準
備

（Bereitschaft

）、
準
備
す
る
こ
と
（vorbereiten

）」、「
耳
を
傾
け
る
者
（H

örender

）」、
さ
ら
に
は
「
責
任
を
負
う
（verschulden

）」

と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
も
、
こ
の
「
技
術
へ
の
問
い
」
に
お
い
て
は
、『
存
在
と
時

間
』
の
良
心
分
析
で
語
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
「
責
任
を
負
う
こ
と
（V

erschulden

）
を

道
徳
的
に
過
失
と
理
解
し
た
り
、
他
方
で
は
し
か
し
一
種
の
働
き
と
し
て
解
釈
し
た
り
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
」
が
「
後
に
因
果
性
と

呼
ぼ
れ
る
も
の
の
も
と
も
と
の
意
味
へ
の
道
を
み
ず
か
ら
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
物
言
い
ま
で
見
ら
れ
る
（GA

7,11

）。

で
は
、
そ
の
論
文
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
的
は
何
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
技
術
0

0

に
向
け
て
問
い
、
そ
う
す
る
こ
と
で
技
術

へ
の
自
由
な
（frei

）
関
係
を
準
備
し
た
い
（m

öchten vorbereiten

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
関
係
が
自
由

（Frei

）
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
が
技
術
の
本
質
へ
と
開
か
れ
る
と
き
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
（GA

7,7

）。
で
は
、
そ
の

自
由
や
技
術
の
本
質
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
準
備
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
た
、
い
つ
も
の
や
り
方
だ
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
技
術
と
自
分
の
い
う
「
技
術
の
本
質
」

と
の
次
元
の
違
い
を
強
調
す
る
。

技
術
と
い
う
と
、
ふ
つ
う
は
、
目
的
の
た
め
の
手
段
や
、
手
段
を
調
達
し
、
使
い
こ
な
す
人
間
の
能
力
の
こ
と
を
考
え
た
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
道
具
や
機
械
の
製
作
や
利
用
、
製
作
品
や
使
用
物
、
そ
の
目
的
や
用
途
を
包
括
す
る
も
の
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で

三
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間−

自
己
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
答
え
は
漠
然
と
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り

が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
気
が
か
り
と
い
う
あ
り
方
は
、
人
間
の
時
間
的
な
あ
り
方
、「
時
間
性
（Zeitlichkeit

）」

に
基
づ
き
（
第
六
五
節
）、
そ
の
点
か
ら
、
被
投
性
は
過
去
、
投
企
は
未
来
、
頽
落
は
現
在
の
あ
り
方
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
。

そ
こ
か
ら
す
る
と
、
過
去
の
自
分
が
未
来
の
自
分
に
向
け
て
世
間−

自
己
と
し
て
の
現
在
の
自
分
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
こ
と
に
も

な
り
そ
う
で
あ
る
（
６
）。

し
か
し
、
そ
う
と
ら
え
な
お
し
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
、
良
心
の
呼
び
声
が
何
を
ど
う
告
げ
知
ら
せ
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
、
そ
の
中
味
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
見
え
て
し
ま
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、
何
の
具

体
的
な
指
針
も
示
し
て
く
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
、「
良
心
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
う

し
た
疑
問
が
浮
か
ん
で
き
て
も
お
か
く
し
く
は
な
い
（SZ,290

）。
な
に
し
ろ
、
そ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
、『
存
在
と
時
間
』
以
降
、

「
良
心
」
そ
の
も
の
を
主
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
一
向
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
良
心
分
析
は
「
死
へ
臨
む
存
在
」
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、

そ
れ
が
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
ど
こ
で
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
そ
の
見
通
し
も
定
か
で
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
て
し
ま
う
。

Ⅲ
．
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
ゲ−

シ
ュ
テ
ル

６
．
因
果
性
か
ら
「
責
任
を
負
う
こ
と
」
へ

ど
う
や
ら
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
語
り
口
だ
け
で
は
、
そ
う
し
た
批
判
や
疑
問
に
十
分
応
え
る
に
は
限
界
が
あ
る
よ
う
だ
。
だ

三
三
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と
す
る
と
、「
こ
の
良
心
分
析
は
た
だ
存
在
論
的
な
根
本
的
問
い
に
役
立
て
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
」（SZ,290

）
と
言
う
と
き
、

は
た
し
て
、
そ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
う
ま
く
探
り
当
て
る
に
は
、
む
し
ろ
『
存
在
と

時
間
』
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
存
在
論
的
な
根
本
的
問
い
」
そ
の
も
の
の
展
開
を
見
届
け
て
み
る
の
が
近
道
な
の
だ
ろ
う
（
７
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
論
文
「
技
術
へ
の
問
い
」、
こ
れ
が
そ
の
一
番
の
近
道
に
な
る
。
そ
う
考
え
て
み
た
い
の
だ
（
８
）。

な
に
し
ろ
、

そ
こ
で
も
ま
た
、『
存
在
と
時
間
』
で
語
ら
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
つ
「
自
由
（Frei

）」
や
「
準
備

（Bereitschaft

）、
準
備
す
る
こ
と
（vorbereiten

）」、「
耳
を
傾
け
る
者
（H

örender

）」、
さ
ら
に
は
「
責
任
を
負
う
（verschulden

）」

と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
も
、
こ
の
「
技
術
へ
の
問
い
」
に
お
い
て
は
、『
存
在
と
時

間
』
の
良
心
分
析
で
語
ら
れ
て
い
る
意
味
合
い
を
そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
「
責
任
を
負
う
こ
と
（V

erschulden

）
を

道
徳
的
に
過
失
と
理
解
し
た
り
、
他
方
で
は
し
か
し
一
種
の
働
き
と
し
て
解
釈
し
た
り
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
」
が
「
後
に
因
果
性
と

呼
ぼ
れ
る
も
の
の
も
と
も
と
の
意
味
へ
の
道
を
み
ず
か
ら
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
物
言
い
ま
で
見
ら
れ
る
（GA

7,11

）。

で
は
、
そ
の
論
文
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
目
的
は
何
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
技
術

0

0

に
向
け
て
問
い
、
そ
う
す
る
こ
と
で
技
術

へ
の
自
由
な
（frei

）
関
係
を
準
備
し
た
い
（m

öchten vorbereiten

）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
関
係
が
自
由

（Frei

）
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
が
技
術
の
本
質
へ
と
開
か
れ
る
と
き
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
（GA

7,7

）。
で
は
、
そ
の

自
由
や
技
術
の
本
質
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
準
備
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
た
、
い
つ
も
の
や
り
方
だ
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
技
術
と
自
分
の
い
う
「
技
術
の
本
質
」

と
の
次
元
の
違
い
を
強
調
す
る
。

技
術
と
い
う
と
、
ふ
つ
う
は
、
目
的
の
た
め
の
手
段
や
、
手
段
を
調
達
し
、
使
い
こ
な
す
人
間
の
能
力
の
こ
と
を
考
え
た
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
道
具
や
機
械
の
製
作
や
利
用
、
製
作
品
や
使
用
物
、
そ
の
目
的
や
用
途
を
包
括
す
る
も
の
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で

三
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も
と
に
な
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ア
イ
テ
ィ
オ
ン
（αἴτιον

）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
結
果
を
実
現
す
る
原
因
と
い
う
意
味
は
な
か
っ
た

は
ず
で
、
む
し
ろ
「
責
任
を
負
う
こ
と
（V

erschulden

）」、
こ
れ
が
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
（GA

7,10
）。
そ

う
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
原
因
が
四
つ
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
も
見
え
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
「
責
任
を
負
う
こ
と
」
の
意
味
合
い
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、『
存
在
と
時

間
』
の
良
心
分
析
で
語
ら
れ
た
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
（Schuldigsein

）」
の
底
に
眠
っ
て
い
る
は
ず
の
真
意
も
透
け
て
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

で
は
、
そ
の
「
ア
イ
テ
ィ
オ
ン
」「
責
任
を
負
う
こ
と
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
か
。

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
再
び
、
銀
皿
の
製
作
を
例
に
す
る
。
銀
皿
は
素
材
が
な
け
れ
ば
な
り
た
た
な
い
。
銀
は
皿
が
な
り
た
つ
た

め
の
素
材
、
つ
ま
り
「
質
料
（ὕ ヒ
ュ
レ
ー

λ
η

）」
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
そ
の
お
か
げ
で
そ
の
皿
は
、
木
製
で
も
陶
器
で
も
な
く
銀
の
皿

と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
皿
が
皿
と
し
て
使
え
る
た
め
に
は
、
し
か
る
べ
き
形
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皿
と

し
て
の
形
、
つ
ま
り
「
形
相
（ε

エ
イ
ド
ス

ἶδος

）」
も
そ
の
仕
上
げ
の
責
任
を
負
う
。
形
あ
っ
て
こ
そ
の
皿
な
の
だ
（GA

7,10

）。
と
こ
ろ
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
と
り
わ
け
そ
の
仕
上
げ
の
重
責
を
担
う
の
は
、
目
的
因
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
第
三
の
ア
イ
テ
ィ
オ

ン
な
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

目
的
因
と
は
ラ
テ
ン
語
のcausa finalis

（
カ
ウ
サ
・
フ
ィ
ー
ナ
ー
リ
ス
）
の
訳
語
で
あ
る
が
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
フ
ィ
ー
ナ
ー
リ

ス
（finalis

）
の
も
と
に
な
る
名
詞
の
フ
ィ
ー
ニ
ス
（finis

）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ロ
ス
（τέλος

）（GA
7,11

）
に
由
来
す
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
そ
の
テ
ロ
ス
を
目
標
や
目
的
（
フ
ィ
ー
ニ
ス
）
の
意
味
に
解
す
る
と
、
も
と
も
と
の
意
味
を
取
り
違
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
ラ
テ
ン
語
の
フ
ィ
ー
ニ
ス
と
同
様
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ロ
ス
に
も
、
終
結
さ
せ
、
完
結
さ

せ
る
も
の
と
い
う
意
味
は
あ
る
。
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
目
標
や
目
的
と
い
っ
た
終
わ
り
の
こ
と
で
は
な
く
、「
あ
ら
か
じ
め
皿
を
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あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
め
て
「
技
術
に
つ
い
て
の
道
具
的
に
し
て
人
間
学
的
な
規
定
」（GA

7,8

）
と
呼

ぶ
。そ

の
手
段
や
道
具
と
い
う
の
は
、
目
的
を
実
現
す
る
原
因
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
逆
に
、
手
段
や
道
具
の
選
び
方
を
決
め
る
の
は

目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
目
的
の
方
が
そ
の
た
め
に
手
段
や
道
具
が
製
作
さ
れ
、
使
わ
れ
る
原
因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
そ

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
技
術
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
因
果
性
が
含
ま
れ
る
と
い
う
点
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
伝
統
的
に

哲
学
の
教
説
と
し
て
知
ら
れ
る
「
四
原
因
説
」
に
注
目
す
る
。
そ
の
四
原
因
と
は
、
質
料
因
（causa m

aterialis

）、
形
相
因
（causa 

form
alis

）、
目
的
因
（causa finalis

）、
動
力
因
（causa effi

ciens

）
の
こ
と
で
あ
る
（GA

7,9

）。

そ
こ
で
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
銀
皿
の
製
作
を
例
に
し
て
、
そ
の
教
説
が
長
ら
く
ど
の
よ
う
に
考
え
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
検
討

す
る
。
そ
の
教
説
に
お
い
て
は
、
銀
皿
の
素
材
と
し
て
の
銀
が
質
料
因
で
、
素
材
が
収
め
ら
れ
る
皿
と
い
う
形
状
が
形
相
因
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
皿
が
た
と
え
ば
捧
げ
物
を
供
え
る
儀
式
の
た
め
の
道
具
に
使
わ
れ
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
そ
の
儀
式

が
目
的
因
で
あ
り
、
皿
を
仕
上
げ
る
銀
細
工
師
が
動
力
因
と
い
う
ふ
う
に
区
分
け
さ
れ
る
。

そ
こ
か
ら
す
る
と
、
そ
の
皿
の
製
作
を
実
現
す
る
の
は
銀
細
工
師
な
の
だ
か
ら
、
動
力
因
が
素
材
や
形
状
を
選
定
し
、
儀
式
の
遂

行
と
い
う
結
果
を
生
み
出
す
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
目
的
因
は
も
は
や
原
因
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
し
、
原
因
が
動
力
因
の
一
つ
に
収
束
し
て
し
ま
う
な
ら
、
四
つ
の
原
因
を
同
列
に
区
別
す
る
と
い
う
そ
も
そ
も

の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
う
し
て
、
因
果
性
の
本
質
、
つ
ま
り
技
術
の
本
質
も
隠
さ
れ
て
し
ま
い
、「
因
果
性
と
呼
ぼ
れ

る
も
の
の
も
と
も
と
の
意
味
へ
の
道
を
み
ず
か
ら
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
」（GA

7,11

）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
教
説
は
、
も
と
を
辿
る
と

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
り
、
そ
こ
で
は
、
こ
れ
と
は
ま
た
違
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
原
因
と
い
う
言
葉
の
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も
と
に
な
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ア
イ
テ
ィ
オ
ン
（αἴτιον

）」
と
い
う
言
葉
に
は
、
結
果
を
実
現
す
る
原
因
と
い
う
意
味
は
な
か
っ
た

は
ず
で
、
む
し
ろ
「
責
任
を
負
う
こ
と
（V

erschulden

）」、
こ
れ
が
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
（GA

7,10

）。
そ

う
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
原
因
が
四
つ
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
も
見
え
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
「
責
任
を
負
う
こ
と
」
の
意
味
合
い
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、『
存
在
と
時

間
』
の
良
心
分
析
で
語
ら
れ
た
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
（Schuldigsein

）」
の
底
に
眠
っ
て
い
る
は
ず
の
真
意
も
透
け
て
見
え

て
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

で
は
、
そ
の
「
ア
イ
テ
ィ
オ
ン
」「
責
任
を
負
う
こ
と
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
か
。

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
再
び
、
銀
皿
の
製
作
を
例
に
す
る
。
銀
皿
は
素
材
が
な
け
れ
ば
な
り
た
た
な
い
。
銀
は
皿
が
な
り
た
つ
た

め
の
素
材
、
つ
ま
り
「
質
料
（ὕ ヒ
ュ
レ
ー

λ
η

）」
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
そ
の
お
か
げ
で
そ
の
皿
は
、
木
製
で
も
陶
器
で
も
な
く
銀
の
皿

と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
皿
が
皿
と
し
て
使
え
る
た
め
に
は
、
し
か
る
べ
き
形
が
整
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
皿
と

し
て
の
形
、
つ
ま
り
「
形
相
（ε

エ
イ
ド
ス

ἶδος

）」
も
そ
の
仕
上
げ
の
責
任
を
負
う
。
形
あ
っ
て
こ
そ
の
皿
な
の
だ
（GA

7,10

）。
と
こ
ろ
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
と
り
わ
け
そ
の
仕
上
げ
の
重
責
を
担
う
の
は
、
目
的
因
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
第
三
の
ア
イ
テ
ィ
オ

ン
な
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

目
的
因
と
は
ラ
テ
ン
語
のcausa finalis

（
カ
ウ
サ
・
フ
ィ
ー
ナ
ー
リ
ス
）
の
訳
語
で
あ
る
が
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
の
フ
ィ
ー
ナ
ー
リ

ス
（finalis

）
の
も
と
に
な
る
名
詞
の
フ
ィ
ー
ニ
ス
（finis

）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ロ
ス
（τέλος

）（GA
7,11

）
に
由
来
す
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
そ
の
テ
ロ
ス
を
目
標
や
目
的
（
フ
ィ
ー
ニ
ス
）
の
意
味
に
解
す
る
と
、
も
と
も
と
の
意
味
を
取
り
違
え
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
た
し
か
に
ラ
テ
ン
語
の
フ
ィ
ー
ニ
ス
と
同
様
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ロ
ス
に
も
、
終
結
さ
せ
、
完
結
さ

せ
る
も
の
と
い
う
意
味
は
あ
る
。
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
目
標
や
目
的
と
い
っ
た
終
わ
り
の
こ
と
で
は
な
く
、「
あ
ら
か
じ
め
皿
を

三
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負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
銀
細
工
師
が
そ
の
製
作
を
実
現
す
る
原
因
つ
ま
り
動
力
因
に
な
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
青
写
真
に
描
き

出
さ
れ
た
見
通
し
に
従
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
な
り
た
つ
派
生
的
な
事
態
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
説
は
動
力
因
と
い
う
名
目
で
よ
ば
れ
る
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ャ

語
の
名
称
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
」（GA

7,11

）
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
銀
細
工
師
は
、
描
き
出
さ
れ
た
見
通
し
に
従
い
、
あ
れ
こ
れ
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
イ
テ
ィ
オ
ン

つ
ま
り
責
任
の
あ
り
方
を
熟
慮
し
取
り
ま
と
め
る
と
い
う
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
銀
細
工
師
を
含
め
、
そ
の
世
界
で
生

き
る
人
間
た
ち
が
当
の
目
的
や
手
段
を
選
定
す
る
根
拠
な
の
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
見
通
し
を
否
応
な
し
に
迫
ら
れ
て
こ

そ
な
り
た
つ
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
（Schuldigsein

）」
が
「
無
力
の

根
拠
で
あ
る
（Grundsein einer N

ichtigkeit

）」
と
言
わ
れ
た
の
も
、
具
体
的
な
場
面
か
ら
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
人
間
の
意
の
ま
ま

に
な
ら
な
い
そ
う
し
た
事
実
を
示
そ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

銀
細
工
師
が
い
な
け
れ
ば
、
テ
ロ
ス
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
見
通
し
に
ま
と
ま
り
が
つ
か
ず
、
素
材
や
形
状
も
選
定
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
逆
に
、
目
的
や
手
段
を
選
定
す
る
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
の
見
通
し
が
す
で
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、、
銀
細
工

師
は
そ
の
役
を
果
た
せ
な
く
な
る
。
四
原
因
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
た
し
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
の
あ
り
方
が
区
別

さ
れ
な
が
ら
も
相
互
に
関
係
し
合
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
目
的
や
手
段
、
因
果
性
の
隠
さ
れ
た
本
質
で
あ
る
と
い
う
わ
け

だ
。そ

こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
本
質
を
さ
ら
に
深
く
見
つ
め
な
お
す
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
の
一
節
（205b

）
の
な
か
で

語
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（ποίησις

）
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
も
と
も
と
の
意
味
、

つ
ま
り
「
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
」（H

er-vor-bringen

）
と
い
う
は
た
ら
き
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。
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奉
献
や
寄
贈
の
領
域
に
限
定
す
る
あ
る
も
の
で
」
あ
っ
て
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
皿
は
捧
げ
物
の
器
と
し
て
の
範
囲
を
区
切
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
」（GA

7,10

）、
そ
う
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
わ
け
だ
。

そ
も
そ
も
、
捧
げ
物
の
儀
式
と
い
う
目
的
が
必
要
と
な
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
そ
れ
は
、
銀
細
工
師
を
含
め
た
人
間
が
自
分

た
ち
の
生
き
る
世
界
で
う
ま
く
暮
ら
し
て
ゆ
く
た
め
に
何
が
で
き
る
か
、
そ
う
し
た
思
い
に
迫
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
の
は
ず
な
の
だ
ろ

う
。
そ
の
世
界
で
生
き
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
事
実
に
投
げ
こ
ま
れ
、
無
事
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
無
事
に
生
き

て
こ
ら
れ
た
こ
と
へ
、
祈
り
や
感
謝
を
神
仏
に
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
気
持
ち
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
お
か

し
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
儀
式
が
必
要
な
ら
、
ど
ん
な
儀
式
を
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
儀
式
や
用
具
の

あ
り
方
を
限
定
し
（eingrenzen

）、
儀
式
が
し
か
る
べ
き
あ
り
方
と
し
て
な
り
た
ち
う
る
範
囲
を
区
切
る
も
の
（D

as 

U
m

grenzende

）、
テ
ロ
ス
と
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
境
界
や
範
囲
を
終
結
さ
せ
、
完
結
さ
せ
る
も
の
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
わ

け
だ
（GA

7,10

）。

い
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
儀
式
の
遂
行
と
い
う
目
的
設
定
や
皿
の
製
作
や
利
用
に
先
立
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
世
界
で
生

き
て
い
く
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
の
下
図
が
描
き
出
さ
れ
る
青
写
真
に
あ
た
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
生
き
る

そ
の
身
を
案
じ
な
が
ら
、
生
き
る
見
通
し
を
探
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
抜
き
差
し
な
ら
な
い
こ
の
事
実
が
ま
ず
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て

い
る
わ
け
だ
。『
存
在
と
時
間
』
で
言
わ
れ
た
「
被
投
的
投
企
（gew

orfener Entw
urf

）」
と
い
う
あ
り
方
が
、
こ
こ
で
、
技
術
と

い
う
具
体
的
な
場
面
か
ら
と
ら
な
お
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

７
．
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
存
在
の
あ
り
方

そ
う
考
え
る
と
、
そ
の
テ
ロ
ス
は
、
儀
式
の
取
り
扱
い
方
、
道
具
と
し
て
の
容
器
の
選
定
、
そ
の
素
材
や
形
状
の
選
定
の
責
任
も

三
三
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負
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
銀
細
工
師
が
そ
の
製
作
を
実
現
す
る
原
因
つ
ま
り
動
力
因
に
な
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
青
写
真
に
描
き

出
さ
れ
た
見
通
し
に
従
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
な
り
た
つ
派
生
的
な
事
態
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
教
説
は
動
力
因
と
い
う
名
目
で
よ
ば
れ
る
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ャ

語
の
名
称
も
必
要
と
し
な
か
っ
た
」（GA

7,11

）
の
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
銀
細
工
師
は
、
描
き
出
さ
れ
た
見
通
し
に
従
い
、
あ
れ
こ
れ
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
イ
テ
ィ
オ
ン

つ
ま
り
責
任
の
あ
り
方
を
熟
慮
し
取
り
ま
と
め
る
と
い
う
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
銀
細
工
師
を
含
め
、
そ
の
世
界
で
生

き
る
人
間
た
ち
が
当
の
目
的
や
手
段
を
選
定
す
る
根
拠
な
の
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
見
通
し
を
否
応
な
し
に
迫
ら
れ
て
こ

そ
な
り
た
つ
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
「
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
存
在
（Schuldigsein

）」
が
「
無
力
の

根
拠
で
あ
る
（Grundsein einer N

ichtigkeit

）」
と
言
わ
れ
た
の
も
、
具
体
的
な
場
面
か
ら
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
人
間
の
意
の
ま
ま

に
な
ら
な
い
そ
う
し
た
事
実
を
示
そ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

銀
細
工
師
が
い
な
け
れ
ば
、
テ
ロ
ス
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
見
通
し
に
ま
と
ま
り
が
つ
か
ず
、
素
材
や
形
状
も
選
定
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
逆
に
、
目
的
や
手
段
を
選
定
す
る
手
が
か
り
に
な
る
は
ず
の
見
通
し
が
す
で
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、、
銀
細
工

師
は
そ
の
役
を
果
た
せ
な
く
な
る
。
四
原
因
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
た
し
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
の
あ
り
方
が
区
別

さ
れ
な
が
ら
も
相
互
に
関
係
し
合
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
目
的
や
手
段
、
因
果
性
の
隠
さ
れ
た
本
質
で
あ
る
と
い
う
わ
け

だ
。そ

こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
本
質
を
さ
ら
に
深
く
見
つ
め
な
お
す
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
饗
宴
』
の
一
節
（205b

）
の
な
か
で

語
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
（ποίησις

）
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
の
も
と
も
と
の
意
味
、

つ
ま
り
「
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
」（H

er-vor-bringen

）
と
い
う
は
た
ら
き
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
。

三
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「
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
」
と
訳
し
た
「H

er-vor-bringen

」
の
ハ
イ
フ
ン
を
外
し
た
「hervorbringen
」
と
い

う
も
と
の
動
詞
に
は
、「（
貯
蔵
場
所
・
隠
し
場
所
な
ど
か
ら
）
と
り
出
す
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
を
名
詞
化
し
た

「H
ervorbringung

」
も
、
製
作
物
で
は
な
く
工
芸
や
芸
術
な
ど
の
作
品
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
素
材
に
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
や

持
ち
味
が
作
品
と
し
て
ひ
き
出
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
た
意
味
を
考
え
た
く
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
こ
の
ド

イ
ツ
語
を
使
う
の
も
、
そ
う
し
た
含
み
を
も
た
せ
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
は
た
ら
き
を
「
隠
れ
な
き
あ
り
よ
う
」（U

nverborgenheit

）、「
ベ
ー
ル
を

と
り
除
く
こ
と
」（Entbergen

）
と
い
う
あ
り
方
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
す
る
の
は
、
包
み
隠
さ
れ
た
も
の
が
隠
れ
な
き
も
の
へ
至
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で
し

か
な
い
。
こ
の
到
来
は
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
（Entbergen

）
と
名
づ
け
た
も
の
に
も
と
づ
き
、
そ
の
な
か
を
揺
れ
動

い
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
は
、
そ
の
た
め
に
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（ἀλήθεια

）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。（GA

7,13

）

何
で
あ
れ
、
何
か
が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
、
隠
さ
れ
た
可
能
性
や
持
ち
味
が
そ
の
ま
ま
に
出
現
し
て
く
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
存
在
の
ベ
ー

ル
が
と
り
除
か
れ
る
こ
と
が
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
も
と
も
と
の
意
味
で
あ
っ
た
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ

シ
ャ
語
は
、
ラ
テ
ン
語
でveritas

、
ド
イ
ツ
語
で
はW

ahrheit

（
日
本
語
で
い
う
真
理
）
と
訳
さ
れ
、
見
解
の
正
し
さ
（Richtigkeit 

des V
orstellens

）（GA
7,13

）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
も
と
の
意
味
を
と
り
逃
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

三
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手
仕
事
的
な
製
作
だ
け
が
、
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
、
つ
ま
り
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
芸
術
的
、

詩
作
的
に
輝
き
に−

も
た
ら
し
、
イ
メ
ー
ジ
へ
と−

も
た
ら
す
こ
と
だ
け
が
そ
う
な
の
で
も
な
い
。
フ
ュ
シ
ス
（φύσις

）、
つ

ま
り
そ
れ
自
身−

か
ら−

ほ
こ
ろ
び
て
く
る
も
の
も
ま
た
、
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
の
一
つ
で
あ
り
、
ポ
イ
エ
ー

シ
ス
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
フ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
は
最
高
の
意
味
で
の
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
で
あ
る
（GA

7,12

）

道
具
の
製
作
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
芸
術
や
詩
作
も
そ
う
な
の
だ
ろ
う
。
職
人
や
芸
術
家
、
詩
人
の
手
に
よ
っ
て
道
具
や

作
品
が
出
現
し
、「
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
さ
れ
る
」。
こ
の
出
来
事
が
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
は
た
ら
き
で
あ
り
、
フ
ュ

シ
ス
つ
ま
り
自
然
の
い
と
な
み
、
た
と
え
ば
、
つ
ぼ
み
が
ほ
こ
ろ
び
、
開
花
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
し
か
し
こ
れ
は
人
の
手
を
離

れ
た
と
こ
ろ
で
フ
ュ
シ
ス
と
し
て
自
ず
か
ら
（φ

フ
ュ
セ
イ

ύσει

）（GA
7,12

）
出
現
す
る
と
い
う
点
で
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
最
た
る
あ
り
方
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

フ
ュ
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
そ
う
し
た
自
然
の
あ
り
方
は
、
人
為
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
で
、
と
き
に
は
人
間
の
意
図
や
予
測
す
ら
超
え
て

出
現
す
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
人
智
を
超
え
て
、
隠
し
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
や
持
ち
味
を
発
揮
し
な
が
ら
出
現
す
る
。
そ
れ
が

ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
最
高
度
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
し
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
が
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
よ
ば
れ
る
所
以
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。

と
な
る
と
、
道
具
の
製
作
、
芸
術
や
詩
作
も
、
身
を
取
り
巻
く
自
然
に
隠
し
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
や
持
ち
味
に
合
わ
せ
な
が
ら
、

道
具
や
作
品
を
仕
上
げ
る
い
と
な
み
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
銀
皿
に
し
て
も
、
自
然
に
隠
し
秘
め
ら
れ
た

素
材
の
持
ち
味
が
発
揮
さ
れ
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
イ
メ
ー
ジ
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
輝
か
し
さ
に
驚
き
、
心
を
震

わ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
詩
人
が
詩
人
で
あ
る
の
は
、
そ
の
身
に
不
意
に
訪
れ
る
出
来
事
の
神
秘
さ
を
前
に
し
て
、
そ

の
眩
し
さ
に
絶
句
し
な
が
ら
も
、
ど
う
に
か
そ
の
輝
き
を
言
葉
に
乗
せ
て
伝
え
よ
う
と
す
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

三
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「
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
」
と
訳
し
た
「H

er-vor-bringen

」
の
ハ
イ
フ
ン
を
外
し
た
「hervorbringen

」
と
い

う
も
と
の
動
詞
に
は
、「（
貯
蔵
場
所
・
隠
し
場
所
な
ど
か
ら
）
と
り
出
す
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
。
そ
れ
を
名
詞
化
し
た

「H
ervorbringung

」
も
、
製
作
物
で
は
な
く
工
芸
や
芸
術
な
ど
の
作
品
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
素
材
に
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
や

持
ち
味
が
作
品
と
し
て
ひ
き
出
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
た
意
味
を
考
え
た
く
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に
つ
い
て
こ
の
ド

イ
ツ
語
を
使
う
の
も
、
そ
う
し
た
含
み
を
も
た
せ
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
は
た
ら
き
を
「
隠
れ
な
き
あ
り
よ
う
」（U

nverborgenheit

）、「
ベ
ー
ル
を

と
り
除
く
こ
と
」（Entbergen
）
と
い
う
あ
り
方
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。

こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
す
る
の
は
、
包
み
隠
さ
れ
た
も
の
が
隠
れ
な
き
も
の
へ
至
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で
し

か
な
い
。
こ
の
到
来
は
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
（Entbergen

）
と
名
づ
け
た
も
の
に
も
と
づ
き
、
そ
の
な
か
を
揺
れ
動

い
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
に
は
、
そ
の
た
め
に
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（ἀλήθεια

）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。（GA

7,13

）

何
で
あ
れ
、
何
か
が
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
、
こ
ち
ら
へ−

前
へ−

も
た
ら
さ
れ
る
こ

と
、
隠
さ
れ
た
可
能
性
や
持
ち
味
が
そ
の
ま
ま
に
出
現
し
て
く
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
存
在
の
ベ
ー

ル
が
と
り
除
か
れ
る
こ
と
が
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
レ
ー
テ
イ
ア
の
も
と
も
と
の
意
味
で
あ
っ
た
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ

シ
ャ
語
は
、
ラ
テ
ン
語
でveritas

、
ド
イ
ツ
語
で
はW

ahrheit

（
日
本
語
で
い
う
真
理
）
と
訳
さ
れ
、
見
解
の
正
し
さ
（Richtigkeit 

des V
orstellens

）（GA
7,13

）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
も
と
の
意
味
を
と
り
逃
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。
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代
科
学
も
そ
の
恩
恵
を
負
う
技
術
社
会
で
生
き
る
人
間
も
、
ま
る
で
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
か
ら
派
遣
と
し
て
送
り
出
さ
れ
た

（geschickt

）
手
先
の
よ
う
に
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
の
そ
の
よ
う
な
身
の
縛
ら
れ

方
を
「
め
ぐ
り
合
わ
せ
（Geschick

）」（GA
7,25

）
と
言
い
表
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
見
方
も
、
人
間
に
負

わ
さ
れ
る
身
の
置
き
方
、
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
か
ら
も
、
危
険
が
生
じ
る
可
能
性
ど
こ
ろ
か
、
逃
れ
よ
う
の
な
い
危
険
が
横
た

わ
り
つ
づ
け
て
い
る
あ
り
よ
う
を
嗅
ぎ
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
お
い
て
そ
の
危
険
は

ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
だ
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

近
代
技
術
で
あ
れ
、
そ
れ
以
前
の
昔
の
技
術
で
あ
れ
、「
そ
の
隠
れ
な
き
も
の
に
よ
っ
て
人
間
は
過
ち
を
犯
し
、
隠
れ
な
き
も
の

を
誤
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
孕
ん
で
い
る
」（GA

7,27

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
そ
の
危
険
と
は
、
人
災
や
天
災
に
と
も
な
う

事
故
や
被
災
と
い
っ
た
個
々
の
危
険
で
は
な
い
。「
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
は
、
そ
れ
自
体
か
ら
し
て
、
何
ら

か
の
危
険
と
い
う
の
で
は
な
く
、
危
険
そ
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
」（GA

7,27

）
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
危
険
と
は
、
人
間
の
意
の

ま
ま
に
技
術
を
制
御
で
き
る
と
い
う
見
方
に
縛
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
と
は
別
の
見
方
、
隠
し
秘
め
ら
れ
た
存
在
の
あ
り
よ
う
に
気

づ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
危
険
の
免
れ
よ
う
の
な
さ
と
い
う
な
ら
、
昔
の
技
術
だ
っ
て
変
わ
り
は
な
い
。
思
い
ど
お
り
に
う
ま
く
事
が
進
め
ば
、

そ
れ
で
安
心
し
て
し
ま
う
の
が
人
間
な
の
だ
ろ
う
。
思
い
も
よ
ら
ぬ
未
知
の
可
能
性
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
気
に
か
け
な
く

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
近
代
技
術
に
比
べ
て
、
技
術
的
な
見
通
し
は
ま
だ
ま
だ
素
朴
な
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
し
っ
ぺ
返
し
を
食
ら
い
、
酷
い
目
に
遭
う
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
折
々
に
、
自
然
や

技
術
の
意
の
ま
ま
な
ら
な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
失
敗
や
成
功
を
く
り
返
し
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
試
行
錯
誤
を
強
い
ら
れ
て
い
た
も
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そ
う
な
る
と
、
人
間
の
目
的
に
合
わ
せ
て
、
何
か
を
作
っ
た
り
、
操
作
し
た
り
、
利
用
し
た
り
す
る
と
い
う
意
味
で
の
技
術
は
、

そ
こ
か
ら
派
生
し
て
く
る
副
次
的
事
柄
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
そ
う
し
た
製
作
や
利

用
と
い
う
観
点
に
終
始
縛
り
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
近
代
技
術
が
近
代
技
術
と
し
て
な
り
た
つ
た
め
の

本
質
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

８
．
技
術
に
と
も
な
う
危
険
と
自
由

も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
近
代
技
術
に
し
て
も
、
製
造
や
利
用
に
先
だ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
存

在
の
ベ
ー
ル
が
と
り
除
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
は
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
そ
の
ベ
ー
ル
の
と
り
除
か
れ
方
そ
の
も
の
が
ポ
イ
エ
ー

シ
ス
と
い
う
あ
り
方
か
ら
遥
か
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
る
近
代
技
術
社
会
、
つ
ま
り
近
代
文
明
と
い
う
の
は
、
何
か
ら
何
ま
で
、
要
求
や
利
用
と
い
う
観
点
に
縛
ら

れ
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
は
資
材
や
人
材
を
利
用
し
な
が
ら
も
、
逆
に
、
資
材
や
人
材
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
人
間
と

物
の
あ
り
よ
う
、
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
資
材
や
人
材
が
際
限
な
く
ひ
し
め
き
合
う
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
需
要
や
要
求
に
合

わ
せ
（abstellen

）、
発
注
し
（bestellen

）、
調
達
し
（stellen

）、
在
庫
や
用
材
（Bestand

）
を
配
達
す
る
（zustellen

）
…
…
等
々
、

い
た
る
と
こ
ろ
に
ド
イ
ツ
語
の
動
詞
で
言
わ
れ
る
「
…stellen
（
…
…
シ
ュ
テ
レ
ン
）」
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

ド
イ
ツ
語
で
名
詞
の
前
つ
づ
り
に
使
わ
れ
るGe

…
…
が
集
合
や
共
在
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
様
々
な
「
…
…
シ
ュ

テ
レ
ン
（
…
…stellen

）」
を
支
配
し
て
い
る
仕
組
み
の
こ
と
を
「
ゲ−
シ
ュ
テ
ル
（Ge-stell

）」
と
呼
ぶ
（
９
）。

こ
れ
が
近
代
技
術
や
そ
の

社
会
を
な
り
た
た
せ
て
い
る
本
質
、
つ
ま
り
存
在
の
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
仕
方
だ
と
見
て
い
る
わ
け
だ
（GA

7,21

）。

何
か
ら
何
ま
で
が
人
間
の
意
図
や
計
算
ど
お
り
に
利
用
可
能
な
用
材
、
資
材
や
人
材
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の
見
方
に
縛
ら
れ
、
近
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代
科
学
も
そ
の
恩
恵
を
負
う
技
術
社
会
で
生
き
る
人
間
も
、
ま
る
で
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
か
ら
派
遣
と
し
て
送
り
出
さ
れ
た

（geschickt

）
手
先
の
よ
う
に
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
の
そ
の
よ
う
な
身
の
縛
ら
れ

方
を
「
め
ぐ
り
合
わ
せ
（Geschick

）」（GA
7,25

）
と
言
い
表
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
見
方
も
、
人
間
に
負

わ
さ
れ
る
身
の
置
き
方
、
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
ど
ち
ら
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
か
ら
も
、
危
険
が
生
じ
る
可
能
性
ど
こ
ろ
か
、
逃
れ
よ
う
の
な
い
危
険
が
横
た

わ
り
つ
づ
け
て
い
る
あ
り
よ
う
を
嗅
ぎ
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
お
い
て
そ
の
危
険
は

ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
だ
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

近
代
技
術
で
あ
れ
、
そ
れ
以
前
の
昔
の
技
術
で
あ
れ
、「
そ
の
隠
れ
な
き
も
の
に
よ
っ
て
人
間
は
過
ち
を
犯
し
、
隠
れ
な
き
も
の

を
誤
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
孕
ん
で
い
る
」（GA

7,27

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
そ
の
危
険
と
は
、
人
災
や
天
災
に
と
も
な
う

事
故
や
被
災
と
い
っ
た
個
々
の
危
険
で
は
な
い
。「
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
は
、
そ
れ
自
体
か
ら
し
て
、
何
ら

か
の
危
険
と
い
う
の
で
は
な
く
、
危
険
そ
の
も
の

0

0

0

0

で
あ
る
」（GA

7,27

）
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
危
険
と
は
、
人
間
の
意
の

ま
ま
に
技
術
を
制
御
で
き
る
と
い
う
見
方
に
縛
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
と
は
別
の
見
方
、
隠
し
秘
め
ら
れ
た
存
在
の
あ
り
よ
う
に
気

づ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
危
険
の
免
れ
よ
う
の
な
さ
と
い
う
な
ら
、
昔
の
技
術
だ
っ
て
変
わ
り
は
な
い
。
思
い
ど
お
り
に
う
ま
く
事
が
進
め
ば
、

そ
れ
で
安
心
し
て
し
ま
う
の
が
人
間
な
の
だ
ろ
う
。
思
い
も
よ
ら
ぬ
未
知
の
可
能
性
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど
気
に
か
け
な
く

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
近
代
技
術
に
比
べ
て
、
技
術
的
な
見
通
し
は
ま
だ
ま
だ
素
朴
な
も
の
で
あ
る

だ
け
に
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
し
っ
ぺ
返
し
を
食
ら
い
、
酷
い
目
に
遭
う
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
折
々
に
、
自
然
や

技
術
の
意
の
ま
ま
な
ら
な
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
失
敗
や
成
功
を
く
り
返
し
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
試
行
錯
誤
を
強
い
ら
れ
て
い
た
も

三
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む
す
び
　

─
良
心
の
呼
び
声
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
か

で
は
、
救
う
も
の
の
出
現
、
開
花
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

不
思
議
に
も
聞
こ
え
そ
う
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
危
険
の
出
自
も
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に

あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
含
み
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
救
う
も
の
の
開
花
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
も
は
っ
き
り
し
て
く
る

だ
ろ
う
。

挑
発
し
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
出
自
は
、
こ
ち
ら
へ
と
も
た
ら
し
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
な
か
で
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
塞
ぐ
こ
と
に
な
る
。（GA

7,31

）

こ
の
「
挑
発
し
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
」
と
言
う
の
は
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
と
い
う
あ
り
方
か
ら
因
果
性
や
目
的
の
た
め
の
手
段
と
い
う
見
方
も
派
生
し
て
く
る
わ
け
だ
。
そ
の
派
生
的
な
見
方
が
技

術
の
進
歩
に
よ
り
、
そ
れ
へ
の
絶
大
な
信
頼
に
ま
で
高
ま
り
、
一
面
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
出
自
で
あ
っ
た
は
ず
の
ポ
イ
エ
ー
シ

ス
と
い
う
見
方
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、
不
思
議
と
い
う
よ
り
か
皮
肉
な
こ
と
に
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
塞
ぐ
こ
と
に
な

る
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
も
、
も
と
も
と
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
か
ら
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

救
う
も
の
、
叶
え
る
も
の
と
は
、
人
間
の
手
に
よ
る
危
機
管
理
の
方
策
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
皮
肉
に
も
、
そ
の
人
為
的
方
策
と
い

う
要
求
を
叶
え
る
た
め
に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
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の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
も
と
で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
思
わ
ぬ
事
故
や
災
害
に
出
く
わ
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
も
人
間
の
し
で
か
し
た
処
置
の
至
ら
な
さ
の
結
果
と
し
て
し
ま
い
、
や
り
な
お
し
を
図
れ
ば
、
き
っ
と
う
ま
く
い
く
は
ず
だ
と

い
う
思
い
に
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
技
術
へ
の
過
大
な
信
頼
の
も
と
、
対
応
や
処
置
が
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
に
な
り
、
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
か
ら
目
を
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
こ
か
ら
目
を
背
け
て
い
ら
れ
る
か

ら
こ
そ
、
人
間
の
手
で
技
術
を
制
御
で
き
る
と
い
う
見
方
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
す
ら
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
雁
字
搦
め
の
身
の
あ
り
方
と
い
う
危
険
性
の
ピ
ー
ク
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
個
々
の
技
術
に
で
は
な
く
、
近
代
技
術
の
本
質
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
点
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、「
そ
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
勢
力
圏
に
身
を
置
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
い
て
、
傾
聴
す
る
者

（H
örender

）、
と
は
い
え
、
言
い
な
り
に
な
る
者
（H

öriger

）
で
は
な
い
者
に
な
る
か
ぎ
り
で
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
は
じ
め
て
人
間

は
自
由
に
な
る
」（GA

7,26

）
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
、「
し
か
し
、
危
険
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
救
う
も
の
も
ま
た
育
つ
」（GA

7,29

）

と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
ひ
き
合
い
に
し
、
ま
さ
に
そ
の
危
険
の
ピ
ー
ク
の
う
ち
に
「
救
う
も
の
（das Rettende

）」、
つ

ま
り
「
叶
え
る
も
の
（das Gew

ährende

）」
も
出
現
し
て
く
る
の
だ
と
ま
で
言
い
出
し
て
い
る
（GA

7,34

）。

こ
う
し
て
、「
こ
の
救
う
も
の
の
開
花
を
考
慮
に
入
れ
、
追
想
し
つ
つ
見
守
る
こ
と
に
す
べ
て
が
か
か
っ
て
い
る
」（GA

7,33

）
と

い
う
の
だ
が
、
ど
う
も
、
そ
れ
が
技
術
へ
の
自
由
な
関
係
を
築
く
た
め
の
準
備
に
な
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
さ
に
そ
の
点
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
良
心
分
析
の
真
意
を
探
る
手
が
か
り
も
あ
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

五
三
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む
す
び
　

─
良
心
の
呼
び
声
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
る
の
か

で
は
、
救
う
も
の
の
出
現
、
開
花
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

不
思
議
に
も
聞
こ
え
そ
う
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
危
険
の
出
自
も
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
に

あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
の
含
み
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
救
う
も
の
の
開
花
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
も
は
っ
き
り
し
て
く
る

だ
ろ
う
。

挑
発
し
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
出
自
は
、
こ
ち
ら
へ
と
も
た
ら
し
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
な
か
で
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
は
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
塞
ぐ
こ
と
に
な
る
。（GA

7,31

）

こ
の
「
挑
発
し
、
ベ
ー
ル
を
と
り
除
く
こ
と
」
と
言
う
の
は
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
と
い
う
あ
り
方
か
ら
因
果
性
や
目
的
の
た
め
の
手
段
と
い
う
見
方
も
派
生
し
て
く
る
わ
け
だ
。
そ
の
派
生
的
な
見
方
が
技

術
の
進
歩
に
よ
り
、
そ
れ
へ
の
絶
大
な
信
頼
に
ま
で
高
ま
り
、
一
面
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
出
自
で
あ
っ
た
は
ず
の
ポ
イ
エ
ー
シ

ス
と
い
う
見
方
が
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
る
と
、
不
思
議
と
い
う
よ
り
か
皮
肉
な
こ
と
に
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
塞
ぐ
こ
と
に
な

る
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
も
、
も
と
も
と
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
か
ら
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
も
の

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

救
う
も
の
、
叶
え
る
も
の
と
は
、
人
間
の
手
に
よ
る
危
機
管
理
の
方
策
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
皮
肉
に
も
、
そ
の
人
為
的
方
策
と
い

う
要
求
を
叶
え
る
た
め
に
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

五
三
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ば
、
そ
れ
は
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
か
ら
ひ
と
時
も
目
を
離
さ
ず
、
存
在
へ
の
畏
敬
の
念
を
呼
び
起
こ
す
問
い
や
考
え
方
を
切
り
開

こ
う
と
す
る
、
積
極
果
敢
な
試
み
に
映
っ
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
と
い
う
の
も
、
問
う
こ
と
は
考
え
る
こ
と
の
敬
虔
さ

（Fröm
m
igkeit

）
な
の
だ
か
ら
」（GA

7,36

）
と
い
う
言
葉
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
講
演
を
締
め
く
く
る
の
も
、
自
然
や
技
術
へ
の
そ

う
し
た
畏
怖
、
存
在
へ
の
畏
敬
の
気
持
ち
を
込
め
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
準
備
や
敬
虔
さ
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
良
心
分
析
で
伝
え
た
か
っ
た
は
ず
の
真
意
だ
っ
た
と
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
。
良
心
の
呼
び
声
を
聞
く
た
め
の
「
覚
悟
」
や
「
自
由
」、「
準
備
」、「
ひ
と
ご
と
で
な
い
自
分
自
身
の
実
存
可
能
性
の

言
い
な
り
に
な
る
こ
と
」
と
い
う
言
い
方
の
裏
に
そ
の
真
意
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
被
投
的
な
自
己
が
世
間−

自
己

に
呼
び
か
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
具
体
的
な
現
実
味
が
透
け
て
見
え
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

被
投
的
な
自
己
や
本
来
的
自
己
と
い
う
語
り
口
の
裏
に
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
自
己
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
存
在
の
御
し
が
た
さ
を
示

そ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
世
間−

自
己
と
は
つ
ま
り
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り

方
の
こ
と
で
、
良
心
の
呼
び
声
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
良
心
と
い
う
よ
り
は
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
が
有
無
を
言
わ
さ
ず
そ
の
人

間
に
突
き
つ
け
て
く
る
要
求
の
こ
と
だ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。「
死
へ
臨
む
存
在
」
と
い
う
の
も
、
死
ん
で
い
く
し
か
な
い

人
間
に
負
わ
さ
れ
る
身
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
言
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
を
示
す
最
た
る
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
良
心−

を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と−

を
望
む
こ
と
」（SZ,287

）
と
い
う
言
い
方
の
裏
に
は
、

「
そ
う
す
る
こ
と
で
救
う
も
の
の
つ
ぼ
み
が
ほ
こ
ろ
び
、
出
現
す
る
」（GA

7,34

）
と
い
う
含
み
が
隠
し
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
救
う
も
の
か
ら
の
呼
び
か
け
と
い
う
こ
と
を
口
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

五
五

� 301良心の呼び声はどこからやって来るのか（岡山）

近
代
の
以
前
や
以
後
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
人
為
的
に
制
御
可
能
な
手
段
と
い
う
技
術
の
見
方
は
、
隠
し
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
が

開
花
し
出
現
し
て
く
る
と
い
う
あ
り
方
か
ら
生
い
立
ち
、
育
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
近
代
技
術
に
し
て
も
、
予
測
や
計
算
が
見
事
に
裏
切
ら
れ
、
と
き
に
は
、
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
発
見
や
発
明
に

出
く
わ
し
、
度
肝
を
抜
か
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
事
故
や
災
害
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
原
子
力
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
機
器
な
ど
を
含
め
た
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
よ
う
に
、

そ
の
仕
組
み
が
高
度
で
複
雑
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
む
し
ろ
、
想
定
外
の
ミ
ス
や
事
故
が
生
じ
る
の
は
当
た
り
前
に
も
な
っ
て
く
る
。

そ
の
一
面
性
に
気
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
黙
認
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
絶
え
ず
横
た
わ
る
危
険
性
か
ら
目
を
反
ら
さ
ず
、
そ
の

事
実
が
突
き
つ
け
て
く
る
要
求
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
、
技
術
と
の
自
由
な
関
係
へ
の
準
備
が
な
り
た
つ
と
言
い
た
い

わ
け
だ
。
そ
の
意
味
で
の
自
由
で
い
ら
れ
る
に
は
、
技
術
的
な
解
決
の
万
全
性
を
期
待
し
た
り
、
そ
の
逆
に
、
技
術
的
な
方
策
の
有

効
性
を
否
定
し
た
り
す
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
危
険
の
不
可
避
性
、
つ
ま
り
「
救
う
も
の
の
開
花
」
を
そ
の

ま
ま
に
「
考
慮
に
入
れ
、
追
想
し
つ
つ
見
守
る
」
ほ
か
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
近
代
以
前
の
技
術
の
素
朴
さ
を
た
だ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
に
懐
か
し
む
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
素
朴
さ

ゆ
え
に
、
自
然
や
技
術
の
御
し
が
た
さ
を
前
に
し
て
気
が
か
り
（Sorge

）
な
思
い
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
こ

に
こ
そ
、
近
代
技
術
と
の
決
定
的
な
違
い
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。「
最
初
の
早
期
（anfängliche Frühe

）」（GA
7,23

）
の

出
自
と
し
て
、
今
な
お
横
た
わ
り
つ
づ
け
て
い
る
は
ず
の
そ
の
御
し
が
た
さ
。
こ
れ
を
気
に
か
け
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う

よ
う
に
、「
過
去
の
も
の
を
甦
ら
そ
う
と
い
う
、
ば
か
げ
た
意
志
で
は
な
く
、
そ
の
早
期
（Frühe

）
の
到
来
を
前
に
し
て
驚
く
べ
く

冷
静
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
」（GA

7,23

）
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
準
備
に
よ
っ
て
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
と
い
う
見
方
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
の
不
自
由
さ
か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
す
れ

五
三
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ば
、
そ
れ
は
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
か
ら
ひ
と
時
も
目
を
離
さ
ず
、
存
在
へ
の
畏
敬
の
念
を
呼
び
起
こ
す
問
い
や
考
え
方
を
切
り
開

こ
う
と
す
る
、
積
極
果
敢
な
試
み
に
映
っ
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
と
い
う
の
も
、
問
う
こ
と
は
考
え
る
こ
と
の
敬
虔
さ

（Fröm
m
igkeit

）
な
の
だ
か
ら
」（GA

7,36

）
と
い
う
言
葉
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
講
演
を
締
め
く
く
る
の
も
、
自
然
や
技
術
へ
の
そ

う
し
た
畏
怖
、
存
在
へ
の
畏
敬
の
気
持
ち
を
込
め
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
準
備
や
敬
虔
さ
と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
良
心
分
析
で
伝
え
た
か
っ
た
は
ず
の
真
意
だ
っ
た
と
し
た
ら

ど
う
だ
ろ
う
。
良
心
の
呼
び
声
を
聞
く
た
め
の
「
覚
悟
」
や
「
自
由
」、「
準
備
」、「
ひ
と
ご
と
で
な
い
自
分
自
身
の
実
存
可
能
性
の

言
い
な
り
に
な
る
こ
と
」
と
い
う
言
い
方
の
裏
に
そ
の
真
意
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
被
投
的
な
自
己
が
世
間−

自
己

に
呼
び
か
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
具
体
的
な
現
実
味
が
透
け
て
見
え
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

被
投
的
な
自
己
や
本
来
的
自
己
と
い
う
語
り
口
の
裏
に
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
自
己
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
存
在
の
御
し
が
た
さ
を
示

そ
う
と
す
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
世
間−

自
己
と
は
つ
ま
り
、
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り

方
の
こ
と
で
、
良
心
の
呼
び
声
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
良
心
と
い
う
よ
り
は
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
が
有
無
を
言
わ
さ
ず
そ
の
人

間
に
突
き
つ
け
て
く
る
要
求
の
こ
と
だ
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。「
死
へ
臨
む
存
在
」
と
い
う
の
も
、
死
ん
で
い
く
し
か
な
い

人
間
に
負
わ
さ
れ
る
身
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
言
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
を
示
す
最
た
る
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
良
心−

を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と−

を
望
む
こ
と
」（SZ,287

）
と
い
う
言
い
方
の
裏
に
は
、

「
そ
う
す
る
こ
と
で
救
う
も
の
の
つ
ぼ
み
が
ほ
こ
ろ
び
、
出
現
す
る
」（GA

7,34
）
と
い
う
含
み
が
隠
し
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
救
う
も
の
か
ら
の
呼
び
か
け
と
い
う
こ
と
を
口
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

五
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（
６
）	

そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
須
田
朗
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
」（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
「
哲
学
」
第
五
四
号
』
二
〇
一
二

年
）、
須
田
朗
「
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

―
良
心
を
め
ぐ
っ
て
」（
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
研
紀
要
　
第
七
七
号
』
二
〇
一
三

年
）
で
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
良
心
分
析
を
過
去
へ
向
き
合
う
と
い
う
人
間
存
在
の
時
間
的
あ
り
方
を
見
つ
め
な
お

す
試
み
と
す
る
見
方
も
な
り
た
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
読
解
を
進
め
る
う
え
で
の
貴
重
な
指
針
と
し
て
受
け
止
め
な
が
ら
も
、
本

稿
で
は
、
そ
の
裏
で
語
り
き
れ
ず
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
７
）	

た
と
え
ば
、
轟
孝
夫
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
入
門
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
七
年
）
第
四
章
第
三
節
、
轟
孝
夫
『
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
哲
学
　『
存
在
と
時
間
』
か
ら
後
期
の
思
索
ま
で
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
三
年
）
第
二
章
第
三
節
な
ど
で
も
、『
存
在
と
時

間
』
で
の
論
述
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
で
は
表
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
「
存
在
へ
の
問
い
」
と
い
う
視
点
か
ら
良
心
分
析
を
と
ら
え
な

お
す
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
に
依
拠
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
「
存
在
へ
の
問
い
」
と
い
う
側
面

で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
そ
の
も
の
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
そ
の
方
向
性
の
内
実
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
８
）	

拙
論
、
岡
山
敬
二
「
技
術
と
存
在

─
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
技
術
へ
の
問
い
」
を
問
う

─
」（
日
本
大
学
法
学
部
『
桜
文
論
叢
　
第
九
十
六

巻
』
二
〇
一
八
年
）
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
の
背
景
に
あ
る
存
在
へ
の
問
い
と
い
う
側
面
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
に
向
け
ら
れ

る
批
判
、
現
実
味
に
欠
け
る
空
論
と
い
う
批
判
や
懐
古
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
批
判
へ
の
返
答
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
方

向
は
踏
ま
え
つ
つ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
の
真
意
を
探
る
と
い
う
新
た
な
切
り
口
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
の
力
点
に
も
見
つ
め

な
お
し
を
図
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
９
）	

ゲ−

シ
ュ
テ
ル
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
関
口
訳
『
技
術
へ
の
問
い
』（
二
〇
一
三
年
）
は
、「
集−

立
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
、「
全−

仕
組
み
」「
総
か
り
立
て
体
制
」「
仕
組
み
」「
立
て−

組
み
」「
組−

立
」「
仕−

組
み
」「
巨
大−

収
奪
機
構
」
等
の
訳
語

も
あ
る
。
ど
れ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
訳
語
と
い
え
る
が
、stellen

を
語
幹
と
す
る
他
の
ド
イ

ツ
語
の
訳
語
と
の
兼
ね
合
い
で
い
く
つ
か
不
都
合
な
面
も
出
て
く
る
と
い
う
点
か
ら
、
不
親
切
に
は
な
る
が
、
原
語
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ

で
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
の
訳
語
例
に
つ
い
て
は
、
瀧
将
之
「
４
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
（Ge-stell

）
に
つ
い
て
」（
加
藤
尚

武
編
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
』
理
想
社
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
、
一
四
五
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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� 299良心の呼び声はどこからやって来るのか（岡山）

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
救
う
も
の
か
ら
の
発
育
す
る
光
の
な
か
で
立
ち
止
ま
っ
て
警
戒
す
る
よ
う
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。

（GA
7,34

）

良
心
の
呼
び
声
、
そ
れ
は
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
か
ら
や
っ
て
来
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
良
心
の
呼
び
声
を
め
ぐ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
繰
り
出
す
雲
を
つ
か
む
か
の
よ
う
な
物
言
い
も
、
現
実
味
に
溢
れ
た
呼
び
声
と
し
て
聞
こ
え
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
呼
び
声
は
知
識
と
し
て
は
何
も
与
え
て
く
れ
は
し
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
は
批
判
的
で
し
か
な
い
の
で
は
な
く
、

積
極
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。（SZ,288

）

（
１
）	

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
引
用
箇
所
お
よ
び
そ
れ
へ
の
参
照
箇
所
は
、
本
文
中
の
（
　
）
内
に
、SZ

と
い
う
略
号
に

よ
っ
て
当
該
著
作
を
数
字
に
よ
っ
て
ペ
ー
ジ
数
を
表
示
し
た
。
大
部
分
の
翻
訳
に
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
（
単
行
本
）
の
ペ
ー
ジ
が
併
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
ペ
ー
ジ
数
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
（M

ax N
iem

eyer V
erlag

）
の
ペ
ー
ジ
づ
け
に
従
っ
た
。『
存
在
と
時
間
』
を
含
め
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
文
の
中
で
傍
点
を
付
し
た
箇
所
は
原
文
で
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
強
調
箇
所
に
相
当
す
る
。
な
お
、《
　
》
と

い
う
符
号
で
括
っ
た
箇
所
は
原
文
で»

　«

と
い
う
符
号
で
括
ら
れ
た
箇
所
に
相
当
す
る
。

（
２
）	

Ｋ
．
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
『
ナ
チ
ズ
ム
と
私
の
生
活

─
仙
台
か
ら
の
出
発
』
秋
間
実
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
、
四
八
頁
以
下
。

（
３
）	

た
と
え
ば
、
木
田
元
『
新
人
生
論
ノ
ー
ト
』（
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）
九
四
頁
以
下
な
ど
。

（
４
）	

Ｋ
．
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
「
現
象
学
的
存
在
論
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
」（『
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
』
作
品
社
、
所
収
）

（
５
）	

ド
イ
ツ
語
版
『
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
』
第
七
巻
（M

artin H
eidegger Gesam

tausgabe, V
ittorio K

losterm
ann, 

Frankfurt am
 M

ain, 1975-, 1. A
bt. Bd. 7: V

orträge u
n

d
 A

u
fsätze

（1936-1953

）, hrsg. von Friedrich-W
ilhelm

 v. H
errm

ann, 
2000.

）
以
下
、「
技
術
へ
の
問
い
」
か
ら
の
引
用
箇
所
お
よ
び
そ
れ
へ
の
参
照
箇
所
は
、
本
文
中
の
（
　
）
内
にGA

7

と
い
う
略
号
と
そ
の

後
に
原
著
の
ペ
ー
ジ
数
を
表
示
す
る
。GA

と
い
う
略
号
は
全
集
版
を
意
味
し
、
そ
の
後
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
全
集
の
巻
数
を
示
す
。

五
三
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（
６
）	

そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
須
田
朗
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
」（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
「
哲
学
」
第
五
四
号
』
二
〇
一
二

年
）、
須
田
朗
「
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

―
良
心
を
め
ぐ
っ
て
」（
中
央
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
研
紀
要
　
第
七
七
号
』
二
〇
一
三

年
）
で
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
良
心
分
析
を
過
去
へ
向
き
合
う
と
い
う
人
間
存
在
の
時
間
的
あ
り
方
を
見
つ
め
な
お

す
試
み
と
す
る
見
方
も
な
り
た
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
読
解
を
進
め
る
う
え
で
の
貴
重
な
指
針
と
し
て
受
け
止
め
な
が
ら
も
、
本

稿
で
は
、
そ
の
裏
で
語
り
き
れ
ず
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
７
）	

た
と
え
ば
、
轟
孝
夫
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
入
門
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
七
年
）
第
四
章
第
三
節
、
轟
孝
夫
『
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
哲
学
　『
存
在
と
時
間
』
か
ら
後
期
の
思
索
ま
で
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
三
年
）
第
二
章
第
三
節
な
ど
で
も
、『
存
在
と
時

間
』
で
の
論
述
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
で
は
表
立
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
「
存
在
へ
の
問
い
」
と
い
う
視
点
か
ら
良
心
分
析
を
と
ら
え
な

お
す
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
向
性
に
依
拠
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
以
後
の
「
存
在
へ
の
問
い
」
と
い
う
側
面

で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
そ
の
も
の
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
で
そ
の
方
向
性
の
内
実
に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
８
）	

拙
論
、
岡
山
敬
二
「
技
術
と
存
在

─
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
技
術
へ
の
問
い
」
を
問
う

─
」（
日
本
大
学
法
学
部
『
桜
文
論
叢
　
第
九
十
六

巻
』
二
〇
一
八
年
）
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
の
背
景
に
あ
る
存
在
へ
の
問
い
と
い
う
側
面
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
に
向
け
ら
れ

る
批
判
、
現
実
味
に
欠
け
る
空
論
と
い
う
批
判
や
懐
古
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
批
判
へ
の
返
答
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
方

向
は
踏
ま
え
つ
つ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
良
心
論
の
真
意
を
探
る
と
い
う
新
た
な
切
り
口
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
の
力
点
に
も
見
つ
め

な
お
し
を
図
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
９
）	

ゲ−

シ
ュ
テ
ル
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
関
口
訳
『
技
術
へ
の
問
い
』（
二
〇
一
三
年
）
は
、「
集−

立
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
、「
全−

仕
組
み
」「
総
か
り
立
て
体
制
」「
仕
組
み
」「
立
て−

組
み
」「
組−

立
」「
仕−

組
み
」「
巨
大−

収
奪
機
構
」
等
の
訳
語

も
あ
る
。
ど
れ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
工
夫
を
凝
ら
し
た
訳
語
と
い
え
る
が
、stellen

を
語
幹
と
す
る
他
の
ド
イ

ツ
語
の
訳
語
と
の
兼
ね
合
い
で
い
く
つ
か
不
都
合
な
面
も
出
て
く
る
と
い
う
点
か
ら
、
不
親
切
に
は
な
る
が
、
原
語
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ

で
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
の
訳
語
例
に
つ
い
て
は
、
瀧
将
之
「
４
、
ゲ−

シ
ュ
テ
ル
（Ge-stell

）
に
つ
い
て
」（
加
藤
尚

武
編
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
』
理
想
社
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
、
一
四
五
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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