
『
存
在
と
時
問
』
は
実
存
的
契
機
と
現
象
学
的
契
機
が
涸
然
と
な
っ
た
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
同
書
に
お
い
て
哲
学
は
、
実
存
の
分
析

論
（
人
間
に
関
す
る
存
在
論
）
か
ら
出
発
す
る
普
遍
的
な
現
象
学
的
存
在
論
で
あ
り
、
存
在
論
的
意
図
に
よ
っ
て
「
実
存
哲
学
」
を
も
フ

ハ
イ
デ
ガ
ー
の

実
存
の
分
析
論
か
ら
出
発
す
る
普
遍
的
な
現
象
学
的
存
在
論

「
哲
学
」

を
一
貰
し
て
拘
束
し
て
い
る
も
の
は
、
哲
学
の
終
焉
を
告
知
す
る
後
期
な
い
し
晩
年
に
至
る
ま
で
、
「
事
象

そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
現
象
学
の
格
率
で
あ
る
。
た
だ
彼
に
と
っ
て
、
向
か
う
べ
き
事
象
と
は
フ
ッ
セ
ル
現
象
学
に
お
け
る
超
越
論
的
主

親
性
（
純
粋
意
識
）
と
は
異
な
っ
て
存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
存
在
へ
の
問
い
は
実
存
（
人
間
の
存
在
）
へ
の
問
い
と
不
可
分
に
結
び
つ
い

て
い
る
。
木
稿
は
、
存
在
と
実
存
と
い
う
現
象
を
究
明
せ
ん
と
し
た
彼
の
思
惟
の
道
程
を
、
哲
学
の
理
念
と
い
う
視
点
か
ら
辿
る
こ
と
を

狙
い
と
す
る
。
と
は
い
え
、
＾
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
核
心
を
刷
扶
し
よ
う
と
い
う
野
心
、
い
わ
ん
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
全
体
像
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
い
う
野
心
を
持
つ
も
の
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
哲
学
に
関
す
る
彼
の
発
言
に
注
目
し
て
そ
の
表
面
を
撫
で
ん
と
す
る
の
み

で
あ
る
。
彼
が
存
在
も
し
く
は
実
存
と
い
う
事
象
へ
い
か
に
接
近
し
た
か
、
そ
の
概
略
を
私
な
り
に
粗
描
し
よ
う
と
す
る
、
多
分
に
羊
頭

狗
肉
の
試
み
で
あ
る
。
ま
ず
『
存
在
と
時
間
』
(
-
九
二
七
）
が
最
初
の
里
程
標
に
な
る
。

ー

存

在
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イ
デ
ガ
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ッ
セ
ル
現
象
学
を
も
内
在
的
に
批
判
克
服
せ
ん
と
し
て
い
る
。
本
節
は
そ
れ
を
証
し
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

周
知
の
と
お
り
公
表
以
来
『
存
在
と
時
間
』
は
「
人
間
学
的
、
実
存
主
義
的
」
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
最
大
の
因
ほ
、
同
書
が
普

遍
的
存
在
論
の
苓
礎
を
な
す
基
礎
的
存
在
論
た
る
実
存
論
的
分
析
論
の
段
階
で
途
絶
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
デ
ィ
ル
ク
イ
等
、
生
の
哲
学
な
い
し
実
存
哲
学
の
巨
星
か
ら
の
多
大
な
影
響
が
隠
顕
し
て
い
た
。
実
際
、
後
述
す

る
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
フ
ッ
セ
ル
現
象
学
の
超
越
論
的
主
観
性
は
事
実
的
座
史
的
実
存
へ
と
転
化
し
て
い
る
。
フ
ッ
セ

ル
が
、
世
界
内
部
的
主
観
姓
i

の
超
越
論
的
主
観
性
へ
の
選
元
に
対
す
る
無
理
解
と
、
超
越
論
的
人
間
学
主
義
な
い
し
心
理
学
主
義
へ
の
転

(
1
)
 

落
と
を
見
出
し
た
の
は
、
こ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

だ
が
既
刊
部
分
に
限
定
し
た
場
合
に
さ
え
、
『
存
在
と
時
間
』
は
人
間
学
的
、
実
存
主
義
的
述
作
で
は
な
い
。

、

、

、

、

、

、

問
い
を
仕
上
げ
る
た
め
の
一
つ
の
道
程
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
こ
の
道
は
甚
礎
的
存
在
論
と
し
て
自
ら
を
現
存
在
（
人
間
）
の
完
全
な
存
在

論
、
ま
し
て
人
間
学
か
ら
厳
格
に
区
別
し
て
い
る

(sz,
4
3
6
,
 
1
7
)

。
人
間
学
に
せ
よ
世
界
観
に
せ
よ
、
存
在
者
に
関
す
る
学
で
あ
る
以

上
、
存
在
に
関
す
る
学
た
る
存
在
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る

厳
密
な
方
法
意
識
の
高
み
に
達
し
た
と
か
つ
て
語
ら
れ
て
い
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

の
実
存
論
的
問
題
圏
か
ら
は
遠
い
と
評
さ
れ
る
の
も
、

そ
れ
は
存
在
一
般
へ
の

旦`
6
4
)

。
す
な

(GP, 
§

2

)

。
ま
た
、
哲
学
と
神
学
に
稀
有
の

(WM, 4
)
、
実
存
的
に
は
徹
底
的
に
思
淮
し
た
も
の

存
在
論
の
視
角
か
ら
で
あ
っ
た

(
S
Z
,
2
3
5
 A
n
m
.
)
。
そ
こ
で
『
現
象
学
と
神

学
』
(
-
九
二
七
）
は
、
神
学
は
信
仰
と
い
う
出
来
事
（
存
在
者
）
に
関
す
る
学
と
し
て
哲
学
を
要
求
す
る
と
述
べ
、
罪
の
概
念
に
よ
っ

て
こ
う
例
証
す
る
。
罪
は
信
仰
に
お
い
て
顕
わ
に
な
る
が
、
し
か
し
神
学
的
、
概
念
的
に
適
切
に
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
負
目
と
い
う

現
存
在
の
実
存
規
定
が
、
ひ
い
て
は
現
存
在
の
檄
造
全
体
が
存
在
論
的
に
正
し
く
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と

わ
ち
、
『
存
在
と
時
間
』
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
神
学
か
ら
受
容
し
て
存
在
論
的
規
定
に
仕
立
て
た
負
目
の
概
念
は
、
一
転
し
て
神
学
に
お

け
る
罪
の
概
念
を
明
確
化
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
ク
イ
に
つ
い
て
も
事
惰
は
同
じ
い
。
彼
の
功
績
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
哲
学
の
理
念
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
解
で
は
、

実
で
は
な
か
っ
た
。

現
象
学
は
、

「
生
」
へ
の
問
い
の
途
上
に
あ
っ
た
点
に
、
彼
の
根
本
的
難
点
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
生
」
つ
ま
り
現
存
在
の
存
在
を
存
在
論
的
問

題
た
ら
し
め
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る

(sz,
4
6
)

。
彼
の
友
人
ヨ
ル
ク
伯
は
「
存
在
的
な
も
の
〔
存
在
す
る
自
然
〕
と
歴
史
的
な
も

の
〔
生
き
る
現
存
在
〕
と
の
頬
的
差
異
」
を
強
調
し
て
生
の
哲
学
の
基
本
目
標
を
確
定
し
た
が
、
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
み
る
と
こ
ろ
そ

れ
は
原
則
的
な
徹
底
化
を
要
す
る
。
存
在
的
な
も
の
も
歴
史
的
な
も
の
も
、
「
存
在
す
る
」
存
在
者
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

在
構
造
と
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
存
在

i
般
の
理
念
と
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
包
~
.
4
0
3
)

。

そ
れ
ぞ
れ
の
存

こ
う
し
て
＾
イ
デ
ガ
ー
は
、
哲
学
を
人
間
学
や
生
の
哲
学
な
い
し
実
存
哲
学
か
ら
裁
然
と
分
か
ち
、
そ
れ
ら
が
真
正
の
学
た
ら
ん
と
す

れ
ば
、
あ
る
い
は
存
在
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
学
に
、
あ
る
い
は
基
礎
的
お
よ
び
普
遍
的
存
在
論
自
身
に
変
化
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
、

そ
れ
ら
の
内
在
的
克
服
を
企
て
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
方
法
概
念
と
し
て
摂
取
さ
れ
た
現
象
学
に
対
し
て
も
貫
か
れ
る
。
そ
れ
を
一
九
二

五
年
の
講
義
『
時
間
概
念
史
序
説
』
に
拠
っ
て
示
し
て
み
よ
う
。

『
イ
デ
ー
エ
ン
』
第
一
巻
(
-
九
―
―

t-）で
フ
ッ
セ
ル
は
、
世
界
を
無
化
し
て
も
残
る
絶
対
的
存
在
た
る
純
粋
意
識
と
、
単
に
こ
れ
に

相
対
的
で
志
向
的
な
存
在
に
す
ぎ
ぬ
超
越
的
世
界
（
実
在
性
）
と
を
峻
別
し
た
。
「
範
疇
論
ほ
存
在
の
・
・
・
'
•
•
こ
の
最
も
根
源
的
な
区
別
ー
ー

意
識
と
し
て
の
存
在
と
、
意
識
に
お
い
て
〈
告
知
〉
さ
れ
る
〈
超
越
的
〉
存
在
と
し
て
の
存
在

i
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は

(
2
}
 

現
象
学
的
遠
元
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
純
粋
に
獲
得
さ
れ
評
価
さ
れ
う
る
」
。
し
て
み
れ
ば
、
現
象
学
的
還
元
の
課
題
は
意
識
の
存
在
と

実
在
性
と
の
区
別
を
証
示
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
、
そ
し
て
現
象
学
と
は
存
在
者
一
般
の
存
在
意
味
の
意
識
に
お
け
る
構
成
を
記
述
す
る

(
3
)
．
 

学
、
後
年
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
考
え
う
る
す
べ
て
の
存
在
者
に
関
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
学
と
し
て
の
普
遍
的
存
在
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
の
問
い
を
現
象
学
の
最
も
緊
急
の
問
い
と
見
る

(
P
G
,
1
5
8
)

。
し
か
る
に
フ
ッ
セ
ル
は
こ
の
志
向
に
忠

志
向
性
な
い
し
意
識
体
験
が
さ
し
あ
た
り
与
え
ら
れ
る
自
然
的
態
度
（
具
体
的
個
人
的
意
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識
）
を
範
例
的
基
盤
と
し
、
超
越
論
的
お
よ
び
形
相
的
還
元
を
通
じ
て
、
純
粋
相
関
者
を
伴
う
純
粋
意
識
の
領
野
の
仕
上
げ
を
め
ざ
す

(
P
G
,
 
§
1
0
)

。
そ
し
て
フ
ッ
セ
ル
は
根
本
領
野
た
る
純
粋
意
識
を
「
内
在
的
存
在
」
、
「
絶
対
的
存
在
」
等
と
性
格
づ
け
た
。
だ
が
そ
れ

ら
は
意
識
の
存
在
規
定
で
は
な
く
、
本
質
規
定
に
留
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
意
識
の
存
在
様
式
へ
の
問
い
が
脱
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
に
と
っ
て
存
在
と
は
意
識
の
相
関
者
、
自
然
事
物
の
実
在
性
、
対
象
存
在
に
他
な
ら
ぬ
以
上
、
非
実
在
的
な
も
の
と
し

て
の
純
粋
意
識
に
つ
い
て
具
体
的
存
在
様
式
を
問
う
こ
と
は
背
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
的
実
存
に
お
け
る
個
別
的
具
体
的
意

識
か
ら
離
れ
る
な
ら
ば
、
意
識
へ
の
問
い
は
基
盤
を
喪
失
し
て
し
ま
う
で
あ
る
う
。
そ
れ
ゆ
え
現
象
学
は
、
自
然
的
態
度
か
ら
出
発
し
て

人
間
と
呼
ば
れ
る
具
体
的
存
在
者
の
存
在
様
式
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
セ
ル
は
「
意
識
と
実
在
性
と
の
間
に
は
意
味
の
上
で
真
の

(
4
)
 

深
淵
が
口
を
開
け
て
い
る
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
意
識
の
存
在
様
式
へ
の
問
い
を
怠
り
、
加
え
て
1

デ
ィ
ル
タ
イ
、
ヨ
ル
ク
同
様
ー
|

両
者
の
区
別
を
導
く
べ
き
存
在
一
般
へ
の
問
い
を
も
怠
っ
た

(
P
G
,
§
 

11ー

1
3
)

。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
は
自
ら
の
志
向
に
忠
実
で
あ
ろ

う
と
す
れ
ば
、
全
き
具
体
相
に
お
け
る
意
識
の
存
在
様
式
（
『
存
在
と
時
間
』
に
い
う
世
界
内
存
在
な
い
し
気
遣
い

S
o
r
g
e
)

を
問
う
実

存
論
的
分
析
論
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、
同
時
に
存
在
一
般
の
意
味
を
解
明
す
る
普
遍
的
存
在
論
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
背
反
し
あ
う
か
に
も
見
え
る
実
存
的
動
機
と
現
象
学
的
動
機
と
は
、
基
礎
的
お
よ
び
普

遍
的
存
在
論
へ
と
収
束
し
、
し
か
も
互
い
に
他
を
要
請
す
る
。
実
存
的
思
淮
は
現
象
学
的
方
法
に
よ
る
存
在
論
を
侯
っ
て
概
念
的
解
釈
に

支
え
ら
れ
た
己
れ
自
身
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
現
象
学
は
事
実
的
実
存
と
い
う
存
在
様
式
と
存
在
一
般
と
へ
の
問
い
に
変
様
す
る
と
こ
ろ

に
自
ら
の
本
来
的
可
能
性
を
発
見
す
る
。
両
者
は
普
遍
的
存
在
論
と
い
う
展
望
に
お
い
て
緊
密
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
初

め
て
『
存
在
と
時
間
』
の
告
げ
る
哲
学
の
あ
の
理
念
は
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
「
哲
学
は
現
存
在
の
解
釈
学
か
ら
出
発
す
る
普
遍
的
な

現
象
学
的
存
在
論
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
学
は
実
存
の
分
析
論
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
な
問
い
か
け
の
導
き
の
糸
の
末
端
を
、
そ
れ
が
発

源
し
打
ち
返
す
所
〔
実
存
〕
に
固
定
し
て
い
る
」

(sz,
3
8
)

。

＾
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
哲
学
の
理
念
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る
ー
ー
。
日
常
的
な
現
存
在
が
己
れ
以
外
の
存
在
者
を
追
い
廻
す
こ
と
に
没
頭
し
て
い
る
の
に
対
し
、
不
安
の
気
分
（
例
え
ば
死
に
関
わ

る
際
の
気
分
）
は
現
存
在
を
単
独
化
さ
れ
投
げ
出
さ
れ
た
純
粋
な
存
在
可
能
と
し
て
、
つ
ま
り
「
単
独
の
自
我
」
と
し
て
開
示
す
る
。
そ

れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
存
論
的
〈
独
我
論
〉
と
称
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
言
う
、
現
存
在
の
根
本
楷
造
が
世
界
内
存
在
で
あ
る

以
上
、
「
実
存
論
的
〈
独
我
論
〉
は
、
ま
さ
に
極
端
な
意
味
で
現
存
在
を
戦
界
と
し
て
の
己
れ
の
世
界
に
直
面
さ
せ
、
…
…
世
界
内
存
在

と
し
て
の
自
己
自
身
に
直
面
さ
せ
る
」

(
S
Z
,

188)
。
し
た
が
っ
て
実
存
論
的
〈
独
我
論
〉
は
、
主
体
的
決
断
の
万
能
を
謳
う
が
ご
と
き

〈
独
我
論
〉
や
、
ま
し
て
自
己
以
外
の
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
認
す
る
底
の
独
我
論
で
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
へ
の
徹

底
的
反
逆
な
の
で
あ
る
。

だ
が
『
存
在
と
時
間
』
に
よ
れ
ば
、
不
安
の
開
示
す
る
世
界
と
は
、

H
常
的
非
本
来
的
実
存
に
お
け
る
よ
う
な
有
意
義
性
と
し
て
の
世

界
で
は
な
く
、
全
存
在
者
が
重
要
性
を
失
う
無
意
義
性
と
し
て
の
世
界
で
あ
っ
た

(
S
Z
,
1
8
6
)

。
さ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
は
不
安
に
襲
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
や
事
物
と
の
交
渉
に
明
け
暮
れ
て
い
る
有
様
か
ら
脱
却
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
存
的
主
体
主
義
で
な
く
て

何
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
は
そ
の
意
に
反
し
て
独
我
論
で
あ
り
、
神
な
く
世
界
な
く
愛
を
欠
き
交
わ
り
を
欠
く
、
と
い
う
ヤ
ス
パ

(
6
)
 

ー
ス
の
批
評
は
み
ご
と
に
正
鵠
を
射
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ャ
ス
パ
ー
ス
が
書
き
留
め
た
よ
う
に
「
実
存
は
被
投
性
に
も

た
サ
ル
ト
ル
の
定
式
、

か
く
し
て
『
存
在
と
時
間
』
は
、
人
間
を
事
実
的
実
存
（
被
投
的
な
世
界
内
存
在
）
と
捉
え
る
普
遍
的
存
在
論
の
試
み
で
あ
る
限
り
、

偏
狭
な
「
実
存
的
主
体
主
義
」
を
、
ま
た
純
粋
意
識
か
ら
世
界
を
横
成
ぜ
ん
と
す
る
超
越
論
的
主
観
主
義
を
、
総
じ
て
近
代
主
観
主
義
を

克
服
し
た
か
に
見
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
外
観
に
す
ぎ
な
い
。
同
書
に
お
い
て
哲
学
は
実
存
的
主
体
主
義
で
あ
り
超
越
論
的
主
観
主
義
な
の

で
あ
る
。

ま
ず
実
存
的
主
体
主
義
の
傾
向
を
露
呈
し
た
い
。

1

な
お
私
が
「
実
存
的
主
体
主
義
」
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
＇
が
反
撥
し

(
5
)
 

つ
ま
り
「
ま
さ
し
く
我
々
は
た
だ
人
間
の
み
が
存
在
す
る
地
平
に
存
在
す
る
」
に
代
表
さ
れ
る
類
い
の
傾
向
で
あ
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(
7
)
 

か
か
わ
ら
ず
全
く
自
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
『
現
象
学
と
神
学
』
が
哲
学
を
「
純
粋
に
己
れ
だ
け
を

侍
む
現
存
在
の
自
由
な
問
い
か
け
」
と
特
徴
づ
け
た

(WM,
6
5
)

こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。

と
は
い
え
、

.,、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
本
来
的
実
存
が
あ
く
ま
で
世
界
内
存
在
た
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
、
と
反
論
さ
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
こ

の
反
論
を
論
駁
す
る
た
め
に
は
、
『
存
在
と
時
間
』
が
超
越
論
的
主
観
主
義
の
著
作
た
る
所
以
を
、
同
書
第
一
部
の
行
程
の
う
ち
に
読
み

取
る
必
要
が
あ
る
。

I
I
l
l
ー
固
第
一
編
は
日
常
性
に
お
け
る
現
存
在
の
根
本
楷
造
つ
ま
り
世
界
内
存
在
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
の
存
在

と
し
て
気
遣
い
を
摘
出
す
る
。
山
ー

lbl第
一
＿
緬
で
は
ま
ず
現
存
在
の
本
来
性
の
解
明
を
経
由
し
て
気
造
い
の
意
味
（
可
能
に
す
る
根
拠
）

を
時
間
性
に
見
出
す
。

121
次
に
第
一
編
の
考
察
し
た
日
常
性
が
時
問
性
に
甚
づ
く
こ
と
を
証
明
し
、
未
完
の
第
三
編
で
ー
『
現
象
学
の

根
本
諸
問
題
』
を
も
参
看
す
れ
ば
ー
存
在
が
時
間
性
か
ら
い
か
に
し
て
了
解
さ
れ
る
か
を
規
定
し
て
存
在
の
規
定
性
を
解
釈
す
る
。
以

上
が
第
一
部
の
楷
図
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
程
は
い
か
に
も
フ
ッ
セ
ル
現
象
学
と
の
類
縁
を
示
し
て
い
る
。
フ
ッ
セ
ル
は
、

Ill
自
然
的
態
度

と
そ
の
定
立
か
ら
出
発
し
立
ち
去
っ
て
そ
れ
を
純
粋
意
識
に
還
―
工
し
、

121
純
粋
意
識
に
よ
る
人
間
自
身
を
も
包
含
す
る
世
界
の
構
成
を
探

査
し
て
、
存
在
者
全
体
と
そ
の
各
領
域
と
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
楷
造
を
確
定
す
る
（
普
遍
的
存
在
論
と
領
域
的
存
在
論
）
。
『
存
在
と
時
間
』

も、

Ill
ー
固
自
然
的
態
度
（
日
常
性
）
を
世
界
内
存
在
と
捉
え
こ
れ
を
気
遣
い
に
還
元
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、

Ill
ー
佃
気
造
い
を
更

(8) 

に
時
間
性
に
還
元
し
、

121
時
閻
性
が
世
界
内
存
在
と
存
在
一
般
の
了
解
と
を
可
能
に
す
る
さ
ま
を
解
明
、
構
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
普
遍

的
存
在
論
と
そ
れ
に
茎
づ
く
領
域
的
存
在
論
と
に
よ
っ
て
諸
学
を
甚
礎
づ
け
ん
と
す
る
学
問
論
的
動
機
に
お
い
て
も
、
阿
者
は
軌
を
一
に

ち
な
み
に
、
二
人
の
現
象
学
者
の
照
応
は
、
晩
年
の
フ
ッ
セ
ル
に
よ
る
生
活
世
界
の
分
析
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
更
に
確
認
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

フ
ッ
セ
ル
は
第
一
に
自
然
科
学
的
な
客
観
的
世
界
を
自
然
的
態
度
に
お
け
る
生
活
現
境
つ
ま
り
生
活
世
界
に
還
元
し
、
第
二
に

(
9
}
 

生
活
世
界
を
超
越
論
的
主
観
性
に
還
元
す
る
。
そ
し
て
こ
の
根
源
的
自
我
は
自
ら
を
時
間
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
構
成
す
る
。

し
て
い
る
。
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イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
も
、
客
観
的
世
界
は
世
界
の
世
界
性
（
環
境
世
界
を
範
と
し
て
得
ら
れ
る
）
に
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
世
界

性
は
気
遣
い
へ
の
還
元
に
媒
介
さ
れ
て
時
間
化
す
る
時
間
性
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
間
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
超
越
論
的
な
（
超
越
的
存
在
を
構
成
す
る
）
主
観
性
で
あ
っ
た
。
一
切
は
時
問
性

に
還
元
し
つ
く
さ
れ
、
し
か
も
時
間
性
は
将
来
（
企
投
の
根
拠
）
か
ら
時
間
化
す
る
。
企
投
と
被
投
性
（
事
実
性
）
が
等
し
く
根
源
的
で

あ
っ
て
一
方
を
他
方
に
解
消
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
説
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
性
や
歴
史
性
は
現
存
在
が
取
り
戻
す
、
つ
ま
り
引
き

受
け
る
（
企
投
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

Illi固
で
意
識
の
具
体
的
存
在
様
式
の
分
析
を
通

じ
て
フ
ッ
セ
ル
の
純
粋
意
識
を
事
実
的
実
存
に
肉
化
さ
せ
な
が
ら
も
、

111
ー
固
で
は
事
実
性
の
基
盤
を
離
れ
た
時
間
性
へ
と
純
化
し
て
し

ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
セ
ル
の
幻
減
と
は
逆
に
、
『
存
在
と
時
間
』
に
は
紛
れ
も
な
く
超
越
論
的
還
元
が
存
在
す
る
。
ャ
ス
。
＾
ー
ス
の

洞
察
し
た
独
我
論
、
す
な
わ
ち
実
存
的
主
体
主
義
は
、
実
の
と
こ
ろ
超
越
論
的
主
観
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
て
み
れ
ば
、
存
在
（
実
在
性
）
を
意
識
の
相
関
者
と
し
て
把
握
し
、
か
つ
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
溝
を
力
説
す
る
フ
ッ
セ
ル
の
立
場

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
存
在
は
…
…
〔
存
在
了
解
を
具
え
る
〕
現
存
在
の
う
ち
に
い
わ

ば
根
拠
を
置
く
」

(
G
P
,
2
6
)

限
り
存
在
は
意
識
（
時
間
性
）
の
相
関
者
で
あ
り
、
か
つ
「
時
間
性
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
時
間
化
す

る」

(
S
Z
,
3
2
8
)

限
り
両
者
は
深
い
裂
け
目
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
意
識
は
そ
れ
が
実
在
性
を
楷
成
す
る
以
上
は

存
在
し
て
な
ら
ぬ
の
と
同
様
に
、
時
間
性
は
そ
れ
が
存
在
了
解
の
地
平
で
あ
る
以
上
は
存
在
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
付
言
す
る
と
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
こ
の
い
わ
ば
「
時
間
性
と
存
在
と
の
間
の
深
淵
」
は
、
他
方
で
同
時
に
、
デ
ィ
ル
ク
イ
の
高
弟
ミ
ッ
シ
ュ
が
い
み

(10) 

じ
く
も
切
り
返
し
た
と
お
り
上
述
の
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ヨ
ル
ク
的
な
「
歴
史
的
な
も
の
と
存
在
的
な
も
の
と
の
類
的
差
異
」
と
い
う
発
想
を

も
継
承
し
て
い
る
。
「
時
間
性
は
時
間
化
す
る
」
と
い
う
命
題
ー
ー
還
元
の
終
着
駅
ー
ー
に
は
、
フ
ッ
セ
ル
的
動
機
と
生
の
哲
学
的
動
機

と
の
連
繋
が
は
か
ら
ず
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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在
）
の
基
礎
づ
け
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る

あ
る
と
す
れ
ば
、
主
観
性
は
存
在
者
の
存
在
根
拠
で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
主
観
が
造
物
主
で
あ
る
と
の
謂
で
は
な
く
、
存

在
は
絶
対
的
主
観
の
相
関
者
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
フ
ッ
セ
ル
の
み
な
ら
ず
近
代
哲
学
全
体
に
と
っ
て
、
存
在
者
は
表
象
的
に
人

(
<
g
l
s
邑
lien)

ら
れ
る
限
り
で
の
み
、
す
な
わ
ち
表
象
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
限
り
で
の
み
存
在
者
た
り
う
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
は
全
存
在
者
の
根
底
に
横
た
わ
る
基
体

(
s
u
b
i
e
c
t
u
m
)

な
の
で
あ
る

(HW,8
9
£
.
,
 
9
3
)

。
フ
ッ
セ
ル
の
表
現
を
借

り
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
こ
の
か
た
哲
学
に
と
っ
て
主
速
的
と
な
っ
た
の
は
、
「
す
べ
て
の
実
在
的
な
も
の
は
…
…
我
々
自
身
の
表
象
の
表
象

(11) 

内
容
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
と
い
う
思
想
で
あ
っ
た
。

師
フ
ッ
セ
ル
に
背
く
か
の
よ
う
に
、
哲
学
の
事
象
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
超
越
論
的
主
観
性
で
も
世
界
内
存
在
で
す
ら
も
な

く
あ
く
ま
で
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
存
在
論
が
実
存
の
分
析
論
か
ら
出
発
し
、
存
在
が
い
わ
ば
現
存
在
の
う
ち
に
根
拠
を
置
く
の
で
あ

間
の
前
に
立
て

以
上
の
よ
う
に
、
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
哲
学
は
、
実
存
的
思
惟
な
い
し
生
の
哲
学
と
現
象
学
と
を
存
在
論
的
視
界
か
ら
二
つ
な

が
ら
乗
り
越
え
ん
と
す
る
抱
負
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
え
っ
て
一
面
で
偏
狭
な
意
味
で
の
実
存
的
主
体
主
義
に
他
面
で
超
越
論
的
主
観
主

義
に
陥
る
危
険
を
学
ん
で
い
た
。
自
ら
が
存
在
の
根
拠
で
な
い
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
も
、
己
れ
の
み
を
頼
み
と
し
時
間
性
を
根
拠
に
し
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
か
か
る
主
観
主
義
哲
学
の
行
方
を
、
根

存
在
と
実
存
に
関
す
る
学
を
創
建
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
我
々
は
次
節
以
下
で
、

拠
の
問
題
を
手
懸
り
に
追
跡
し
よ
う
と
思
う
。
第
二
節
で
は
一
九
二
九
年
の
二
つ
の
論
文
が
焦
点
と
な
る
。

存
在
者
の
存
在
根
拠
を
問
う
形
而
上
学

晩
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
述
ぺ
た
よ
う
に
、
フ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
現
象
学
が
還
帰
す
べ
き
事
象
と
は
意
識
の
主
観
性
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
超
越
論
的
主
観
性
は
唯
一
の
絶
対
的
存
在
者
で
あ
り
、
こ
れ
へ
の
還
元
は
主
観
性
に
よ
る
一
切
の
客
観
の
客
観
性
（
存
在
者
の
存

(
S
D
,
 
7
0
)
。
こ
の
よ
う
に
存
在
と
は
主
観
性
に
と
っ
て
の
客
観
性
な
い
し
は
客
観
存
在
で
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っ
て
み
れ
ば
、
問
題
の
事
象
は
さ
し
あ
た
り
現
存
在
で
あ
り
、
人
間
は
比
喩
的
に
も
せ
よ
存
在
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
哲
学
は
「
存
在

の
対
象
化
」
と
定
式
化
さ
れ
て
い
た

(
G
P
,
4
6
6
)

。
近
代
哲
学
の
か
か
る
動
向
は
、
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
態
が
意
識
に
お
い
て

の
み
現
れ
る
以
上
、
必
然
的
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
人
間
は
存
在
者
が
存
在
す
る
根
拠
で
も
な
け
れ
ば
己
れ
の
存
在
根
拠
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
意
識
に
現
れ
る
限
り
で
の
存

在
を
存
在
そ
の
も
の
と
み
な
し
、
存
在
者
の
存
在
根
拠
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
は
、
存
在
と
い
う
事
象
か
ら
の
離
反
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ

が
、
も
し
人
間
が
存
在
者
の
存
在
根
拠
で
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
の
、
い
や
む
し
ろ
存
在
者
全
体
の
存
在
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
か

く
て
存
在
と
実
存
へ
の
問
い
は
、
存
在
者
の
存
在
根
拠
の
問
い
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
哲
学
の
事
象
で
あ
る
。

著
の
公
刊
直
後
、
不
安
の
現
象
を
突
き
つ
め
る
こ
と
で
こ
の
問
い
に
出
会
っ
て
い
た
。

前
述
し
た
と
お
り
、
『
存
在
と
時
間
』
は
、
不
安
に
よ
っ
て
世
界
が
無
意
義
性
の
性
格
を
帯
ぴ
る
と
記
述
し
て
お
り
、
無
意
義
性
は
自

己
以
外
の
存
在
者
が
重
要
性
を
喪
失
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
有
意
義
性
と
は
人
間
に
よ
っ
て
各
々
意
義
．
つ
け
ら
れ
た
存
在
者

（
例
え
ば
徳
利
は
酒
を
飲
む
た
め
の
存
在
者
）
の
連
関
全
体
で
あ
る

(sz.
8
7
)

限
り
、
無
意
義
性
は
存
在
者
全
体
が
意
義
（
意
味
）
を

剥
奪
さ
れ
る
事
態
を
指
す
は
ず
で
あ
る
。
世
界
は
単
に
重
要
な
ら
ざ
る
も
の
と
な
る
の
み
な
ら
ず
無
気
味
な
も
の
と
化
す
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
と
き
人
間
は
世
界
の
こ
の
裸
形
に
圧
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
(
-
九
二
九
）
は
次
の
よ
う
に
一

歩
踏
み
こ
ん
だ

(WM,
111,118)
。
不
安
に
撃
た
れ
る
と
き
、
我
々
自
身
を
含
め
存
在
者
全
体
は
滑
り
去
り
、
支
え
は
残
ら
な
い
。
裏

返
せ
ば
、
残
る
も
の
は
支
え
の
「
な
さ
」
つ
ま
り
無
の
み
で
あ
り
（
だ
か
ら
無
と
は
存
在
者
の
総
計
の
絶
減
や
否
認
で
は
な
い
）
、
不
安

は
無
を
顕
わ
に
す
る
。
存
在
者
全
体
が
滑
り
去
る
と
い
う
意
味
で
の
無
は
、
し
か
し
か
か
る
浮
動
す
る
様
相
で
存
在
者
全
体
を
指
示
す

る
。
存
在
者
が
か
く
も
脆
き
有
様
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
何
も
の
も
存
在
せ
ぬ
の
で
は
な
く
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
際

立
つ
。
こ
の
事
実
に
遭
遇
す
る
と
き
、
「
そ
れ
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
疑
問
が
迫
る
。
す
な
わ
ち
、
無
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

＾
イ
デ
ガ
ー
は
主

88 



＾
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る
哲
学
の
理
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明
記
し
て
い
る

我
々
は
存
在
者
全
体
を
超
越
し

哲
学
つ
ま
り
形
而
上
学

(
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
)

在
と
無
と
を
〕
問
う
営
み
」

(WM,
118) 

い
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る

(WM, 1
2
2
)

。

な
ぜ
の
問
い
一
般
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
指
す
。

な
ぜ
の
問
い
は

89

、
、
、
、

(
m
e
t
a
 ta 
physica)

「
存
在
者
が
存
在
す
る
」
と
い
う
事
実
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

と
は
「
存
在
者
を
そ
れ
と
し
て
ま
た
全
体
に
お
い
て
把
握
す
る
た
め
に
存
在
者
を
越
え
て
〔
存

で
あ
り
、
形
而
上
学
の
根
本
の
問
い
は
「
な
ぜ
そ
も
そ
も
存
在
者
が
存
在
し
む
し
ろ
無
で
な

か
く
し
て
哲
学
の
理
念
は
、
普
遍
的
存
在
論
か
ら
存
在
者
の
存
在
を
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
問
う
形
而
上
学
へ
と
変
貌
す
る
。
『
存
在
と

時
間
』
に
よ
れ
ば
、
「
現
存
在
は
存
在
し
か
つ
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
事
実
は
仮
借
な
き
謎
の
姿
で
現
存
在
を
凝
視
し
て
お
り
、

合
理
的
説
明
が
「
ど
こ
か
ら
」
を
い
か
に
臆
断
し
よ
う
と
、
こ
の
事
実
の
前
に
は
無
力
で
あ
っ
た

(
S
Z
,
1
3
6
)

。
だ
が
今
や
こ
の
謎
は
人

間
の
担
う
べ
き
ー
つ
の
制
約
で
は
な
い
。
そ
れ
は
存
在
者
一
般
の
存
在
の
謎
に
深
化
さ
れ
、
存
在
問
題
の
核
心
と
し
て
哲
学
の
前
景
に
登

場
す
る
。
『
形
而
上
学
入
門
』
(
-
九
一
＿
一
五
）
は
、
形
而
上
学
の
根
本
の
問
い
を
「
な
ぜ
存
在
者
は
非
存
在
の
可
能
性
か
ら
引
き
裂
か
れ
て

い
る
の
か
」
と
換
言
し
、
問
い
が
存
在
を
そ
の
根
拠
に
関
し
て
間
う
て
い
る
旨
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
哲
学
と
は
な
ぜ
を
問
う
こ
と
だ
と

(
E
M
,
 
2
1
.
 
2
4
,
 
6

)

0

ー
ー
こ
の
よ
う
に
支
え
の
な
さ
が
自
覚
さ
れ
て
存
在
者
の
存
在
根
拠
が
哲
学
の
根
本
問
題
と
な

る
限
り
、
人
間
は
存
在
者
の
存
在
根
拠
で
あ
る
こ
と
、
存
在
を
自
ら
に
相
対
化
す
る
こ
と
を
放
棄
し
た
か
に
映
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
形

而
上
学
と
は
何
か
』
を
承
け
た
『
根
拠
の
本
質
』
(
-
九
一
＿
九
）
は
我
々
の
予
想
を
炭
切
る
。

同
論
文
は
言
う
、
「
根
拠
の
本
質
は
根
拠
づ
け
の
超
越
論
的
に
発
源
す
る
一
ー
一
様
の
分
散
1

世
界
企
投
、
存
在
者
に
捕
え
ら
れ
る
こ
と
、

存
在
者
の
存
在
論
的
基
礎
づ
け
へ
の
ー
~
で
あ
る
」
(
W
M
,171)
。
現
存
在
は
存
在
者
全
体
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
世
界

化
せ
し
め
か
つ
存
在
者
の
存
在
を
問
う
と
さ
れ
、
こ
の
超
越
な
い
し
自
由
ほ
気
遣
い
か
ら
発
源
す
る
一
＿
一
様
の
根
拠
づ
け
と
い
う
形
を
と
る

の
で
あ
る
。
第
一
と
第
二
の
根
拠
づ
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
存
在
と
時
間
』
の
企
投
と
被
投
性
に
対
応
す
る
。
我
々
の
当
面
の
関
心
に
係
る

第
一
―
一
の
根
拠
づ
け
、

存
在
者
の
存
在
論
的
基
礎
づ
け
と
は
、



「
な
ぜ
し
か
じ
か
で
あ
っ
て
別
様
で
な
い
か
」
、
「
な
ぜ
こ
れ
で
あ
っ
て
あ
れ
で
な
い
か
」
、
「
な
ぜ
そ
も
そ
も
或
る
も
の
が
あ
っ
て
何
も
無

答
え
を
も
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
了
解
こ
そ
存
在
論
的
真
理

い
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
仕
方
で
、
存
在
者
に
向
か
っ
て
そ
の
存
在
に
つ
い
て
な
ぜ
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
発
問

が
可
能
で
あ
る
の
は
、
「
い
か
に
あ
る
か

(Wie-sein)J
、
「
何
で
あ
る
か

(
W爵
↓
ein)
」
、
一
般
に
「
存
在
す
る
こ
と
な
い
し
無
」
に
関

す
る
前
概
念
的
了
解
が
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
存
在
了
解
が
な
ぜ
の
問
い
を
可
能
に
し
同
時
に
先
行
的
な

を
基
礎
づ
け
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
し
て
存
在
了
解
は
超
越
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
現
存
在
の
超
越
が
1

つ
ま
り
は
気
遣
い
、
む
し
ろ
時
間

性
が
ー
ー
な
ぜ
の
問
い
と
そ
れ
へ
の
解
答
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
な
る

(
M
,
163ー

171)
。

右
の
行
論
に
は
『
存
在
と
時
間
』
と
同
じ
境
位
を
看
取
し
う
る
が
、
そ
れ
を
よ
り
判
然
と
さ
せ
る
の
は
次
の
言
明
で
あ
る
。
「
存
在
は

…
…
根
拠
づ
け
と
し
て
の
超
越
の
う
ち
で
の
み
与
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
存
在
の
本
質
に
は
根
拗
が
属
す
る
」

(WM,
1
7
2
)

。
す
な
わ

ち
、
存
在
は
現
存
在
が
存
在
者
全
体
を
そ
れ
へ
と
超
越
す
る
限
り
で
の
み
与
え
ら
れ
、
し
か
も
存
在
と
共
に
存
在
す
る
こ
と
の
根
拠
も
ま

た
存
在
論
的
基
礎
づ
け
と
い
う
超
越
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
の
根
拠
は
現
存
在
に
よ
っ
て
証
示
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
現
存
在
こ
そ
存
在
の
根
拠
を
解
朋
す
る
根
拠
、

1
6
5
£
.
)
 

し
た
が
っ
て
現
存
在
が
根
拠
な
き
深
淵
で
あ
る
な
ら
ば
、

（
存
在
に
関
す
る
真
理
）

つ
ま
り
究
極
の
根
拠
で
あ
り
存
在
者
の
基
体
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
現
存
在
は
根
拠
の
根
源
と
し
て
根
拠
の
根
拠
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る

(WM,
1
7
4
)

。
し
た
が
っ
て
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ

ば
、
存
在
す
る
と
は
現
存
在
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
広
義
の
対
象
性
な
の
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
で
主
題
化
さ

れ
な
か
っ
た
根
拠
の
問
い
は
、
同
書
と
同
じ
く
現
存
在
な
い
し
時
間
性
を
根
拠
と
し
て
の
み
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
人
間
は
何
と
し
て
も
根
拠
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
存
在
者
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
地
盤
獲
得
と
解
釈
す
る

(WM,

一
方
で
、
「
自
由
は
現
存
在
の
根
拠
な
き
深
淵

(
A
b
-
g
r
u
n
d
)

で
あ
る
」

(Wそ
I
,

1
7
4
)

と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
も
し
自
由
が
、

は
た
し
て
こ
の
根
拠
な
き
現
存
在
は
存
在
者
の
存
在
を
甚
礎
づ
け
る
こ
と
、
根
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＾
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盤
が
消
失
し
た
こ
の
乏
し
き
時
代
に
、

と
い
う
の
で
あ
る

(HW,

拠
の
根
拠
た
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
は
次
節
で
答
え
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
存
在
者
の
存
在
根
拠
を
問
う

形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
に
と
っ
て
、
問
題
と
な
る
事
象
は
な
お
超
越
す
る
現
存
在
と
い
う
主
観
性
で
あ
り
、
存
在
問
題
は
根
拠
問
題
と

共
に
超
越
が
解
決
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

哲
学
の
終
焉
と
存
在
そ
の
も
の
の
思
索

『
根
拠
の
本
質
』
の
所
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
は
存
在
者
の
存
在
根
拠
た
ら
ん
と
す
る
哲
学
の
難
破
を
予
感
し

て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
を
含
む
存
在
者
全
体
の
支
え
の
な
さ
は
、
人
間
ひ
い
て
は
哲
学
の
無
地
盤
性
を
暗
示

す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
暗
示
に
応
ず
る
か
の
よ
う
に
、

し
て
い
る
と
告
げ
た
。
時
代
は
根
拠
の
完
全
な
非
在
と
い
う
意
味
で
の
深
淵

(Abgrund)

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
後
年
、
世
界
（
存
在
者
全
体
）
を
根
拠
づ
け
る
根
拠
が
脱
落

に
懸
っ
て
お
り
、
思
惟
ほ
、
根
ざ
す
べ
き
地

こ
の
深
淵
の
中
へ
と
到
達
し
て
時
代
の
転
回
を
準
備
す
べ
き
だ
、

2
6
9
£
.
)

。
こ
う
し
て
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
根
拠
の
非
在
と
い
う
実
存
的
経
験
か
ら
出
発
す
る
。
存
在
と
実
存
を
問
お
う
と
す
る
限
り
、

「
哲
学
」
は
根
拠
を
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
逆
に
、
『
形
而
上
学
入
門
』
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
の
問
い
を
問
い
う
る
た
め
に

は
、
存
在
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
予
め
知
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
人
間
の
本
質
的
に
歴
史
的
な
性
格
の
ゆ
え
に
存
在
の
問
い
は
歴
史
的

な
問
い
で
あ
る

(
E
M
,
2
5
,
 
3
3
)

。
そ
こ
で
我
々
は
、
根
拠
問
題
に
着
眼
し
な
が
ら
、
存
在
を
歴
史
的
に
問
う
後
期
＾
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟

、
、
‘
`

に
照
明
を
当
て
た
い
と
思
う
。
先
回
り
す
れ
ば
、
哲
学
の
終
末
が
宣
告
さ
れ
る
こ
と
、
新
た
な
思
惟
は
存
在
そ
の
も
の
の
思
惟
で
あ
り
、

存
在
の
声
へ
の
言
い
応
じ
と
い
う
独
特
の
現
象
学
で
あ
る
こ
と
、
実
存
は
脱
我
的
実
存

(
E
k
'
s
i
s
t
e
n
z
)

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ

さ
て
前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
近
代
哲
学
に
お
い
て
、
存
在
者
は
人
間
主
観
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
限
り
で
の
み
存
在
者
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引
き
受
け
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
(
S
D
,

6
1
,
6
5
)

。

と
み
な
さ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
も
っ
と
後
に
こ
の
表
象
作
用
を
根
拠
究
明
と
理
解
し
た
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
が
存
在
者
の
存
在
を
表
象

つ
ま
り
存
在
者
が
そ
の
根
拠
か
ら
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
呈
示
す

る
と
い
う
形
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
存
在
者
の
存
在
、
存
在
者
の
存
在
者
た
る
所
以
は
、
存
在
者
を
当
の
存
在
者
た
ら
し
め
る
根
拠
と

し
て
思
惟
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
根
拠
が
存
在
者
を
根
拠
づ
け
る
仕
方
は
、
例
え
ば
、
現
実
的
な
も
の
の
原
因
と
な
る
こ
と
と
し
て
、
対

象
の
対
象
性
の
可
能
化
と
し
て
（
カ
ン
ト
）
、
価
値
定
立
的
な
力
へ
の
意
志
と
し
て
（
ニ
ー
チ
ニ
）
性
格
づ
け
ら
れ
て
き
た

(
S
D
,
6
2
)

。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
け
だ
し
主
観
こ
そ
が
究
極
の
根
拠
（
『
根
拠
の
本
質
』
流
に
言
え
ば
根
拠
の
根
拠
）

根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
因
と
い
う
根
拠
を
究
明
す
る
理
性
主
観
が
根
拠
で
あ
る
。
存
在
が
対
象

性
で
あ
る
と
き
に
は
対
象
性
を
可
能
に
す
る
主
観
が
、
存
在
が
価
値
で
あ
る
と
き
に
は
価
値
を
定
立
す
る
力
ヘ
の
意
志
と
い
う
主
観
が
究

極
の
根
拠
で
あ
る
。
フ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
よ
う
に
、
存
在
が
絶
対
的
意
識
の
相
関
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
言
を
侯
た
な
い
。
要
す
る
に
、

と
こ
ろ
が
、

で
あ
ろ
う
。
原
因
に
よ
っ
て

近
代
の
哲
学
や
科
学
に
お
い
て
、
存
在
と
は
広
義
の
対
象
性
と
い
う
根
拠
で
あ
り
、
こ
の
根
拠
の
根
拠
は
主
観
な
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
診
断
に
よ
る
と
、
現
代
で
は
存
在
者
の
根
拠
究
明
と
い
う
哲
学
の
使
命
は
諸
科
学
が
代
行
し
、
哲
学
は
諸

科
学
の
中
に
解
消
さ
れ
て
終
末
を
迎
え
た
。
世
界
は
科
学
技
術
的
に
制
御
可
能
と
な
る
。
サ
イ
パ
ネ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
基
礎
科
学
が
諸
科

学
を
規
定
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
哲
学
が
と
き
お
り
試
み
て
き
た
領
城
的
存
在
論
も
今
や
諸
科
学
が
各
々
の
固
有
の
課
題
と
し
て

だ
が
、
た
と
え
哲
学
や
諸
科
学
が
存
在
者
の
根
拠
解
明
に
成
功
し
つ
つ
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
恣
意
と
呼
ぶ
謂
れ
は
な
い
と
し
て
も
、

対
象
性
と
し
て
の
存
在
、
存
在
者
の
根
拠
と
し
て
の
存
在
は
、
存
在
者
か
ら
思
惟
さ
れ
た
存
在
（
存
在
者
の
存
在
）
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て

存
在
と
し
て
の
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
の
終
焉
に
臨
ん
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
哲
学
な
ら
ざ
る
思
惟
の
可
能
性
を
、
存
在
そ
の

も
の
の
思
惟
と
い
う
客
観
化
し
な
い
思
惟
の
う
ち
に
探
索
す
る
。
哲
学
よ
り
も
根
源
的
な
思
索
が
目
指
す
べ
き
事
象
は
、
主
観
で
は
な
く

す
る
の
は
、
存
在
者
の
根
拠
を
究
朋
す
る
と
い
う
形
、
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＾
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
哲
学
の
理
念

て
、
そ
の
究
極
の
根
拠
は
主
観
な
の
で
あ
る
か
ら
。

存
在
そ
の
も
の
な
い
し
存
在
の
真
理
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
象
の
解
明
は
存
在
忘
却
の
歴
史
た
る
形
而
上
学
の
根
拠
へ
と
婦
行

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
こ
の
根
拠
は
他
で
も
な
い
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
存
在
の
歴
史
は
存
在
の
ゲ
シ
ッ

(
G
e
s
c
h
i
c
k
贈
り
、
運
命
）
で
あ
っ
て
、
存
在
は
存
在
者
の
存
在
と
し
て
の
己
れ
を
顕
わ
に
し
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
の
己
れ
の
本
質

を
隠
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
、
か
か
る
存
在
史
的
な
省
察
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
存
在
の
ゲ
ツ
ッ
ク
（
存
在
の
音
な
き

へ
の
自
覚
的
な
呼
応
に
よ
っ
て
の
み
、

真
実
に
存
在
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

存
在
の
真
理

（
存
在
の
明
る
み
）
に
立
ち
出
で
る
こ
と
、
脱
我
的
実
存

(Ek-sistenz)
で
あ
り
、
こ
れ
が
人
間
の
本
質
た
る
実
存
な
の
で
あ
る
。

1

存
在
と
実
存
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
根
拠
を
め
ぐ
る
思
索
は
そ
の
よ
り
具
体
的
な
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
根
拠
の
命
題
』
（
一
九
五
五
ー
五
六
）
は
存
在
と
根
拠
の
自
同
性
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
存
在
者
が
存
在
者
た
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が

存
在
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
こ
そ
存
在
者
の
根
塊
な
の
で
あ
る
。
存
在
は
こ

の
よ
う
に
存
在
者
の
根
拠
で
あ
る
一
方
、
存
在
自
身
と
し
て
は
己
れ
を
甚
礎
づ
け
る
根
拠
を
も
た
ぬ
深
淵

(
A
b
j
G
r
u
n
d
脱
根
拠
）

る
。
け
れ
ど
も
、
存
在
が
脱
根
拠
で
あ
る
の
は
存
在
が
自
ら
を
基
礎
．
つ
け
て
い
る
た
め
で
は
な
い
。
基
礎
づ
け
な
い
し
根
拠
づ
け
と
は
存

在
の
存
在
者
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
以
上
、
存
在
が
自
身
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
存
在
を
ー
—
第
一
原
因
に
し
て
自
己

原
因
た
る
神
の
ご
と
き
ー
存
在
者
へ
と
貶
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う

(
S
G
,

108)
。
言
う
ま
で
も
な
く
根
拠
と
し
て
の
存
在
は
、
形
而
上
学

が
表
象
す
る
根
拠
と
し
て
の
存
在
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
広
義
の
対
象
性
と
し
て
の
存
在
、

存
在
者
の
存
在
で
あ
っ

さ
ら
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
の
休
ら
っ
て
い
る
所
（
も
ち
ろ
ん
存
在
の
根
拠
で
は
な
い
）
を
遊
戯

(Spiel)

と
性
格
づ
け
た
。
そ
し

て
、
我
々
死
す
べ
き
者
た
ち
は
、
存
在
の
真
理
の
思
淮
に
よ
っ
て
、
存
在
が
戯
れ
る
遊
戯
の
う
ち
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
限
り
で
の
み
、
真

実
に
遊
戯
し
う
る
、
と
云
う

(
S
G
,
1
8
6
)

。
言
葉
を
替
え
れ
ば
こ
う
で
あ
る
う
。
根
拠
な
き
存
在
の
営
み
は
遊
戯
と
し
て
営
ま
れ
る
。
そ

声
に
よ
る
呼
び
か
け
）

そ
れ
は
別
言
す
れ
ば
、

ク

で
あ
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あ
る
。

9
3
)

。

れ
に
応
じ
て
、
存
在
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
生
き
る
人
間
も
ま
た
こ
の
遊
戯
の
う
ち
に
賭
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
本
質
は
こ
れ

を
自
覚
し
て
共
に
戯
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
存
在
の
呼
び
か
け
に
言
い
応
じ
て
存
在
の
明
る
み
へ
と
立
ち
出
で
る
脱
我
的
実

存
な
の
で
あ
る
。
以
上
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
「
〔
存
在
者
を
〕
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
存
在
は
、
根
拠
を
も
た

ず
脱
根
拠
と
し
て
遊
戯
を
戯
れ
る
。
こ
の
遊
戯
は
我
々
に
存
在
と
根
拠
と
を
ゲ
シ
ッ
ク
と
し
て
送
り
、
我
々
は
こ
れ
を
受
け
取
っ
て
遊
戯

す
る
」

(
S
G
,

1
8
8
)

。
と
す
れ
ば
、
存
在
者
を
根
拠
づ
け
存
在
を
対
象
化
す
る
哲
学
は
、
ゲ
シ
ッ
ク
と
知
ら
ぬ
ま
ま
に
存
在
と
根
拠
と
に

関
す
る
思
惟
を
戯
れ
、
後
期
＾
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
と
知
り
存
在
史
的
に
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
に
戯
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

か
く
し
て
、
存
在
が
根
拠
で
あ
る
限
り
、
哲
学
か
ら
存
在
の
真
理
の
思
索
へ
と
飛
躍
す
る
と
き
、
「
存
在
の
真
理
は
あ
ら
ゆ
る
振

舞
い
に
支
え
を
贈
る
」

(Wジ
4
『

3
6
1
)

で
あ
ろ
う
。

右
の
よ
う
に
存
在
が
根
拠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
の
根
拠
へ
の
問
い
は
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
形
而
上
学
の
根
本
の
問
い
と
規
定
さ
れ

た
「
な
ぜ
そ
も
そ
も
存
在
者
が
存
在
し
む
し
ろ
無
で
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
形
而
上
学
の
問
い
で
こ
そ
あ
れ
、
存
在
そ
の
も
の
の

思
惟
の
そ
れ
で
は
な
い
。
「
〈
で
あ
る
ゆ
え
〉
に
留
ま
れ
か
し
、
〈
な
に
ゆ
え
〉
を
問
う
な
か
れ
」
と
い
う
ゲ
ー
テ
の
詩
句

(
S
G
こ
206)
が

そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
存
在
者
は
存
在
す
る
ゆ
え
存
在
し
（
存
在
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
存
在
し
）
、
存
在
は
根
拠
を
欠
く
の
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
存
在
す
る
こ
と
の
な
ぜ
を
、
根
拠
を
尋
ね
る
こ
と
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
『
根
拠
の
本
質
』
が
象
徴
す
る
よ
う
に
存
在
を
主
観

に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
形
而
上
学
入
門
』
に
よ
れ
ば
、
生
の
躍
動
力
は
な
ぜ
を
問
う
こ
と
な
し
に
も
動
物
や
植
物

の
中
を
流
れ
る
の
に
反
し
、
人
間
に
と
っ
て
こ
の
問
い
は
最
も
根
源
的
な
問
い
で
あ
っ
た

の
そ
れ
と
比
絞
す
る
が
よ
い
。
日
く
、
「
人
間
は
人
間
な
り
の
仕
方
で
薔
彼
の
ご
と
く
ー
|
な
ぜ

き
初
め
て
…
…
真
実
に
存
在
す
る
」

(
S
G
,

〔
を
問
う
こ
と
〕

(
E
M
,
 4
f
.
)
。
こ
の
立
言
を
『
根
拠
の
命
題
』

な
し
に
存
在
す
る
と

さ
ら
に
、
存
在
者
の
存
在
根
拠
を
問
う
形
而
上
学
と
共
に
、
「
実
存
の
分
析
論
か
ら
出
発
す
る
普
遍
的
な
現
象
学
的
存
在
論
」
と
い
う
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ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
哲
学
の
理
念

哲
学
の
理
念
も
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
自
身
か
ら
見
さ
せ
る
こ
と
」

(sz,
3
4
)
 

＾
イ
デ
ガ
ー
が
な
お
も
死
の
不
安
に
耐

＾
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
を
こ
う
自
己
批
判
し
た
。
基
礎
的
存
在
論
は
存

在
の
真
理
を
思
考
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、
哲
学
と
は
別
次
元
の
事
柄
を
ご
く
僅
か
言
葉
に
も
た
ら
す
の
み
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
言

葉
す
ら
、
現
象
学
的
見
方
を
固
定
し
え
て
も
「
学
」
へ
の
不
適
切
な
意
図
を
捨
て
え
ぬ
限
り
、
己
れ
を
偽
る
も
の
な
の
だ
、
と

(WM,

3
5
7
)

。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
哲
学
は
主
観
主
義
的
な
「
存
在
の
対
象
化
」
と
い
う
学
で
あ
り
、
存
在
の
根
拠
た
ら
ん
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
私
の
見
る
と
こ
る
、
後
期
＾
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
は
、

い
わ
ば
「
実
存
へ
の
問
い
か
ら
出
発
す
る
現
象
学
的
な
存
在
そ
の
も
の

の
思
惟
」
で
あ
る
。
第
一
に
、
世
界
を
根
拠
づ
け
る
根
拠
の
欠
如
と
い
う
経
験
か
ら
動
機
．
つ
け
ら
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
思
惟
は
実
存
ヘ

(
S
D
,
 
9
0
)

。

の
問
い
か
ら
出
発
す
る
。
『
根
拠
の
命
題
』
で
人
間
を
死
す
べ
き
者
た
ち
と
名
づ
け
た
点
に
も
、

え
つ
つ
思
考
し
て
い
る
さ
ま
を
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
哲
学
の
あ
ら
ゆ
る
問
い
か
け
は
実
存
か
ら
発
源
し
か

つ
実
存
に
打
ち
返
す
と
言
わ
れ
て
い
た
。
哲
学
な
ら
ざ
る
思
索
も
ま
た
、
支
え
を
も
た
ぬ
死
す
ぺ
き
者
の
実
存
か
ら
発
源
し
て
、
根
拠
づ

け
る
戯
れ
と
し
て
存
在
を
捉
え
る
思
惟
に
結
実
し
、
か
つ
人
間
に
打
ち
返
し
て
、
戯
れ
を
共
に
戯
れ
脱
我
的
に
実
存
す
る
こ
と
を
求
め
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
思
惟
の
根
拠
は
実
存
に
で
は
な
く
存
在
そ
の
も
の
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
。
第
一
一
に
、
存
在
そ
の
も

の
の
思
惟
は
、
自
ら
認
め
る
よ
う
に
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
格
率
に
忠
実
な
ら
ん
と
す
る
限
り
、
現
象
学
的
な
思
惟
で
あ
る

け
だ
し
、
「
存
在
の
呼
び
か
け
へ
の
言
い
応
じ
」
と
い
う
思
惟
は
、
『
存
在
と
時
間
』
に
い
う
現
象
学
、
つ
ま
り
「
己
れ
を

の
独
特
な
展
開
と
解
釈
し

示
す
も
の
を
、
そ
れ
が
己
れ
を
そ
れ
自
身
か
ら
示
す
ま
ま
に
、

え
よ
う
。
音
な
き
声
で
己
れ
を
示
す
存
在
を
、
そ
れ
が
己
れ
を
そ
れ
自
身
か
ら
告
げ
る
が
ま
ま
に
、
そ
れ
自
身
か
ら
語
ら
せ
る
こ
と
が
、

存
在
へ
の
言
い
応
じ
な
の
で
あ
る
か
ら
。
ー
ー
以
上
を
約
言
す
れ
ば
、
後
期
＾
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
存
在
の
思
惟
と
は
存
在
の
声
へ
の

呼
応
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
脱
我
的
実
存
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
現
象
学
で
あ
っ
た
。
存
在
の
思
索
と
実
存
と
現
象
学
と
は
一
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で
あ
る
。

こ
と
と
、
存
在
が
人
間
に
ゲ
シ
ッ
ク
を
贈
る
と
い
う
こ
と
と
ほ
、

―
つ
で
は
な
い
。
人
間
は
存
在
す
る
こ
と
な
し
に
は
人
間
た
り
え
な
い

図
は
、
変
転
し
克
服
さ
れ
た
形
で
完
遂
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

象
学
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
理
念
は
、
終
生
、
存
在
と
実
存
と
い
う
事
象
を
開
示
せ
ん
と
す
る
現

‘
g
i

哲
学
は
、
存
在
者
の
根
拠
で
は
な
い
事
実
的
実
存
の
営
為
で
あ
る
以
上
、
主
観
性
に
よ
っ
て
世
界
を
構
成
し
存
在
を
概
念
に
も
た
ら
し

た
と
し
て
も
、
存
在
も
実
存
も
真
相
を
打
ち
明
け
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
哲
学
と
訣
別
し
、
む
し
ろ
哲
学
を
人
間

に
戯
れ
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
の
存
在
そ
の
も
の
を
思
考
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
存
在
と
実
存
と
を
解
明
せ
ん
と
す
る
企

た
し
か
に
、
存
在
者
は
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
存
在
者
た
り
う
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
存
在
者
の
根
拠
は
存
在
す
る
こ
と

に
あ
り
、
そ
し
て
存
在
と
い
う
事
態
は
人
間
の
い
か
な
る
根
拠
づ
け
を
も
拒
ん
で
い
る
。
だ
が
、
存
在
者
の
根
拠
が
存
在
に
あ
る
と
い
う

が
、
だ
か
ら
と
て
人
間
は
存
在
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
二
つ
の
事
柄
は
論
理
に
よ
っ
て
は
架
橋
し
が
た
い
淵
に
よ
っ

て
隔
て
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
と
す
る
と
、
飛
躍
は
哲
学
（
主
観
性
に
よ
る
存
在
者
の
根
拠
づ
け
）
か
ら
存
在
そ
の
も
の
の
思

惟
へ
と
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
存
在
者
を
根
拠
づ
け
る
脱
根
拠
と
し
て
存
在
を
把
握
す
る
思
惟
に
も
、
実
は
二
つ
の
可
能
性
が

潜
ん
で
い
る
。
「
存
在
者
は
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
存
在
す
る
」
と
い
う
知
見
に
留
ま
る
可
能
性
と
、
人
間
へ
運
命
を
贈
る
鋤
き
を
存
在
に

、
、
、

聴
き
取
り
こ
れ
に
呼
応
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
と
。
も
っ
と
言
え
ば
、
前
者
に
と
っ
て
は
、
存
在
者
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
営
み
を
存
在

に
見
出
す
こ
と
さ
え
眩
い
の
で
あ
っ
て
、
存
在
者
は
存
在
す
る
ゆ
え
存
在
す
る
と
い
う
限
り
で
の
み
、
存
在
は
存
在
者
の
「
根
拠
」
な
の

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
飛
躍
を
も
敢
行
し
て
い
る
。

結

び

に

か

え

て

つ
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、



＾
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だ
が
教
狼
を
欠
く
者
は
飛
躍
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
形
而
上
学
の
歴
史
や
時
代
の
深
奥
に
存
在
の
音
な
き
声
を
聴
き
取
る
こ
と
も
、

こ
れ
に
言
い
応
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
彼
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
切
を
主
観
性
に
還
元
す
る
こ
と
、
存
在
者
の
根
拠

た
る
う
と
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
上
で
、
存
在
者
が
存
在
し
人
間
が
実
存
す
る
さ
ま
を
自
ら
解
釈
す
る
道
の
み
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ

と
て
も
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
の
対
象
化
と
い
う
宿
命
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
彼
は
自
己
や
自
己
以
外
の
存
在
者
の

根
拠
で
な
い
以
上
、
彼
の
思
惟
は
根
拠
を
欠
き
絶
対
性
を
主
張
し
え
ぬ
遊
戯
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
が
ご
と
き
、
存
在

の
声
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
遊
戯
に
及
ば
ぬ
遊
戯
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
対
象
化
の
宿
命
を
自
覚
し
根
拠
な
き
戯
れ
た
る
こ
と
を
引
き
受

け
つ
つ
、
事
象
が
己
れ
を
示
す
と
こ
ろ
へ
事
実
的
実
存
と
し
て
即
応
せ
ん
と
す
る
哲
学
が
、
存
在
の
呼
び
か
け
に
呼
応
す
る
の
で
は
な
い

答
と
い
う
事
柄
が
論
証
請
求
を
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

え
る
直
観
（
明
証
）
が
論
証
を
求
む
ぺ
き
も
の
で
な
い
よ
う
に
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
存
在
の
呼
び
か
け
と
人
間
の
そ
れ
へ
の
応

し
か
し
、
こ
の
第
二
の
飛
躍
は
な
ぜ
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
形
而
上
学
の
歴
史
は
存
在
の
ゲ
シ
ッ
ク
と
し

て
思
惟
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
存
在
の
ゲ
シ
ッ
ク
に
つ
い
て
根
拠
を
問
う
こ
と
は
で
啓
な
い
。
そ
れ
は
存
在
を
対
象
化
す
る

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
存
在
の
ゲ
シ
ッ
ク
と
い
う
思
惟
に
至
っ
た
に
つ
い
て
は
相
応
の
根
拠
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
こ
の

思
惟
に
関
し
て
な
ぜ
を
問
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
＾
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
の
歴
史
と
い
う
省
察
に
つ
い
て
、
我
々
は

歴
史
的
に
存
在
す
る
以
上
、
歴
史
を
越
え
た
地
点
に
立
つ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
省
察
は
一
つ
の
歴
史
的
決
断
で
あ
る

(12) 

と
言
明
し
て
い
る

(NII
、
2
0
2
)

。
す
な
わ
ち
、
決
断
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
あ
る
理
由
に
基
づ
く
に
せ
よ
十
分
な
根
拠
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
ず
、
ま
た
そ
う
欲
し
て
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
晩
年
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
次
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
す

(
S
D
,
 
8
0
)
。
「
と
い
う
の
は
、
何
に
つ
い
て
は
論
証
を
求
む
べ
き
で
あ
る
が
他
の
何
に
つ
い
て
ほ
求
む
べ
啓
で
な
い
と
い
う
区
別
を
心
得

(13) 

て
い
な
い
の
は
、
教
養
の
な
い
証
拠
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
矛
盾
律
が
、
フ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
は
原
的
に
与
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九
鬼
周
造
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」
｛
「
人
間
と
実
存
」
所
収
、
岩
波
書
店
）
を
も
参
照
。
し
か
し
、
九
鬼
が
第
二
編
第
四

章
「
時
閻
性
と
日
常
性
」
を
も
還
元
に
含
め
た
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
｀
時
間
性
に
よ
る
日
常
性
の
構
成
を
記
述
し
て
い

る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

r
形
而
上
学
」
出
隆
訳
、
岩
波
文
庫
、
上
巻
一

1
-
―
二
頁
。
V
g
l
.
E
.
 Husserl, I
d
e
e
n
 z
u
 einer .... ,
 Er

s
t
e
s
 B
u
c
h
,
 S
.
 5
1
,
 

s. 
1
2
7
.

な
お
｀
＾
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
で
「
論
証
を
求
む
ぺ
き
で
な
い
も
の
」
と
考
え
て
い
る
の
は
、
存
在
の
歴
史
で
は
な
く
、
ア
・
レ
ー
テ
イ
ア

と
し
て
の
明
る
み
で
あ
る
。

（
ご
と
う
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