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は
じ
め
に

　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889-1976

）
の
思

索
の
歩
み
を
辿
る
と
、
一
九
三
〇
年
代
中
盤
か
ら
、
詩
や
芸
術
に
関
す
る
省
察

が
自
身
の
問
い
の
中
心
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る

0
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
る
芸
術
省
察
は
「
美
学
」
と
い
う
名
称
の
も
と
で
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
折
に
触
れ
て
美
学
に
対
し
て
批
判
的
言
及
を
行
っ
て
お

り
、
彼
の
芸
術
論
は
西
洋
の
美
学
思
想
へ
の
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ

て
き
た
。
本
論
は
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
術
論
と
美
学
に
つ
い
て
の
問
題
に

再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
芸
術
論
と
し
て
は
、
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て

行
わ
れ
た
講
演
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
講
演
は

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
造
形
芸
術
ま
で
を
含
め
た
芸
術
一
般
に
つ
い
て
初
め
て
公
に

論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
）
に
代
表

さ
れ
る
そ
れ
ま
で
の
彼
の
思
想
か
ら
の
大
き
な
変
化
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た

1

。

こ
の
講
演
で
語
ら
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
独
自
の
芸
術
へ
の
見
解
は
、
伝
統
的
な

美
学
へ
の
批
判
的
姿
勢
に
貫
か
れ
て
お
り
、
講
演
の
後
記
に
お
い
て
は
美
学
へ

の
根
本
的
な
批
判
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
九
三
六
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
ニ
ー
チ
ェ
に

関
す
る
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
講
義
は
芸
術
と
い
う
観
点
か
ら
ニ
ー
チ
ェ

の
思
想
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
伝
統
的
な
美
学
思
想
へ
の
言

及
を
通
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
講
義
は
こ

れ
以
降
数
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
取
り
組
み
は
特
別
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る

2

。
そ
の
一
連
の
ニ
ー
チ
ェ
講
義
の
第
一
講
義
と
し
て
芸
術
の
問

題
が
美
学
を
通
し
て
問
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

自
身
の
芸
術
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
へ
の
問
い
と
美
学
、　

　
　
　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
お
け
る
美
学
と
の
対
峙

近　
　

岡　
　

資　
　

明



藝術研究 第 21・22 号 2009

58

そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
の
接

点
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
出
来
る

3

。
本
論
で
は
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る

ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
第
一
講
義
『
ニ
ー
チ
ェ
、
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
』

の
考
察
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
伝
統
的
な
美
学
へ
と
向
き
合
う
こ
と

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

以
下
の
考
察
で
は
、
ま
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
解
釈
を

検
討
し
、
な
ぜ
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
伝
統
的
な
美
学
を
通
し
て
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

自
身
が
美
学
を
ど
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
た
か
が
示
さ
れ
る
。

一　

芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志

　

考
察
に
入
る
前
に
考
察
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

『
ニ
ー
チ
ェ
、
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
』
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て

一
九
三
六
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
に
行
わ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
に
関
す

る
講
義
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
講
義
は
一
九
四
〇
年
ま
で
続
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
講
義
は
そ
の
第
一
講
義
に
あ
た
る
。
一
連
の
ニ
ー
チ
ェ

講
義
は
後
年
の
ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
論
稿
と
ま
と
め
ら
れ
て
一
九
六
一
年
に
ネ

ス
ケ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
二
巻
本
の
『
ニ
ー
チ
ェ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
と
は
別
に
、
一
九
八
五
年
に
ク
ロ
ス
タ
ー
マ
ン
社
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全

集
第
四
十
三
巻
と
し
て
、
当
時
の
講
義
録
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
収
録
し

た
『
ニ
ー
チ
ェ
、
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
前
者

は
後
年
に
い
く
つ
か
の
変
更
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
論
で
は
当
時

の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
題
意
識
に
沿
っ
て
考
察
を
進
め
る
た
め
に
後
者
を
用
い

る
。
な
お
、「
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
」
と
い
う
講
義
の
標
題
は
ネ
ス
ケ

版
に
お
い
て
他
の
講
義
や
論
稿
と
区
別
す
る
際
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
講
義
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
遺
稿
で
あ
る
『
力
へ
の
意
志
』

の
中
か
ら
、
と
り
わ
け
芸
術
へ
の
省
察
と
し
て
展
開
さ
れ
た
思
索
を
取
り
出
し

て
ニ
ー
チ
ェ
美
学
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
解
釈
の
進
め
方
は
通

常
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
『
力
へ

の
意
志
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
生
前
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
公

刊
を
意
図
し
て
い
な
か
っ
た
最
晩
年
の
思
索
の
覚
え
書
き
で
あ
り
、
ア
フ
ォ
リ

ズ
ム
の
断
片
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
配
列
に
お
い
て
は
問
題
連

関
へ
の
配
慮
や
成
立
年
代
の
検
証
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
著
作
と
し
て
の
統

一
性
に
欠
け
て
い
る

4

。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
困
難
さ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

が
採
っ
た
方
針
は
、
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
中
心
問
題
で
あ
る
意
志
説
と
伝
統
的
な

美
学
と
い
う
二
つ
の
文
脈
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
解
釈
を
構
築
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
影
響
の

も
と
に
展
開
し
た
前
期
の
芸
術
省
察
は
主
題
的
に
扱
わ
れ
ず
、
後
期
の
「
力
へ

の
意
志
」
の
一
形
態
と
し
て
の
芸
術
に
関
す
る
思
索
が
、
意
志
説
全
体
の
規
定

か
ら
、
そ
し
て
西
洋
に
お
け
る
伝
統
的
な
芸
術
省
察
の
形
式
で
あ
る
美
学
を
通

し
て
考
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
と
芸
術
の
問
題
を
主
題
的
に
扱
っ
た
こ
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の
講
義
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
思
想
全
体
の
統
一
的
解
釈
を

試
み
る
よ
り
も
、
伝
統
的
な
美
学
に
解
釈
の
拠
り
所
を
求
め
た
解
釈
を
展
開
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
強
引
に
も
思
え
る
解
釈
の
方
針
は
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
問
題
意
識
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
取
り
組
み
は
、「
ニ
ー
チ
ェ

の
思
惟
の
中
に
、
あ
る
決
定
的
観
点
か
ら
見
て
、
西
洋
的
思
惟
の
歴
来
の

伝
承
が
終
結
さ
れ
完
成
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
と
の
対
決

（A
useinandersetszung

）
は
、
そ
の
ま
ま
伝
来
の
西
洋
的
思
惟
全
般
と
の

対
決
と
な
る
」（GA

43, 5

）
と
い
う
確
信
を
持
つ
ほ
ど
の
問
題
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
第
一
講
義
で
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
前
期
思
想
よ
り
も
伝
統
的
な
美
学
が
優
先

さ
れ
る
こ
と
は
こ
の
確
信
に
基
づ
い
て
い
る
。
で
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

「
あ
る
決
定
的
観
点
」
と
は
何
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
以
下
で
詳
し

く
考
察
さ
れ
る
が
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
決
定
的

と
な
っ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
状

況
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
道
徳
的
価
値
を
は
じ
め
、
そ
れ
ま
で
信

じ
ら
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
価
値
規
範
の
虚
構
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
そ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
出
来
事
の
決
定
的
な
目
撃
者
と
ニ
ー

チ
ェ
を
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
の
も
と
で
、
な

ぜ
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が
美
学
を
通
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
本

論
で
は
ま
ず
そ
の
内
実
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
ニ
ー

チ
ェ
美
学
の
解
釈
を
追
っ
て
い
こ
う
。

　

講
義
の
冒
頭
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
力

へ
の
意
志
」
を
、
西
洋
哲
学
の
主
導
的
問
い
（Leitfrage

）
で
あ
る
「
存
在

す
る
も
の
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
答
え
で
あ
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
か
ら

出
発
す
る
。
そ
こ
で
は
力
へ
の
意
志
は
「
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
の
根
本
性

格
」（GA

43, 4

）
と
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』

以
来
着
手
さ
れ
た
存
在
の
問
い
の
地
平
に
ニ
ー
チ
ェ
を
置
き
入
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
も
は
や
著
作
と
し

て
の
『
存
在
と
時
間
』
に
結
び
付
け
て
解
釈
が
進
め
ら
れ
て
は
い
な
い
（GA

43, 

23

）。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
力
へ
の
意
志
は
、
第
一
に
存
在
を
生
成
に
お
い

て
性
格
づ
け
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
語
ら
れ
特

徴
付
け
ら
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
そ
の
力
へ
の
意
志
が
何
よ
り
芸
術
か
ら
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
。
第
一
講
義
に
お
い
て
こ
の
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
決
し

て
偶
然
で
は
な
い
。
当
時
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
芸
術
が
大
き
な
問
題
と

し
て
出
会
わ
れ
て
い
た
の
と
同
様
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
芸
術
は
ひ
と
つ
の

卓
抜
し
た
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
に

つ
い
て
の
見
解
を
以
下
の
五
つ
の
命
題
に
整
理
し
て
い
る
。

一
、
芸
術
は
、
力
へ
の
意
志
の
最
も
透
明
か
つ
周
知
の
形
態
で
あ
る
。

二
、
芸
術
は
、
芸
術
家
の
側
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、 

芸
術
家
の
よ
り
拡
大
さ
れ
た
概
念
に
従
え
ば
、
芸
術
は
一
切
の
存
在
す
る
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も
の
の
根
本
的
生
起
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限

り
、
ひ
と
つ
の
自
己
創
造
者
で
あ
り
被
創
造
者
で
あ
る
。

四
、
芸
術
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
卓
抜
せ
る
反
運
動
で
あ
る
。

五
、
芸
術
は
「
真
理
」
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
の
命
題
に
端
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
芸
術
こ

そ
が
力
へ
の
意
志
と
い
う
表
現
の
も
と
で
第
一
義
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
他
の
命
題
か
ら
判
断
し
て
も
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
芸
術
は
単
な
る
個
別

的
省
察
の
対
象
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
以
上
五
つ
の
命
題
は
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
記
述
を
例
証
し
つ
つ
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ひ
と

ま
ず
こ
こ
で
は
、
力
へ
の
意
志
が
芸
術
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る

だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
に
つ
い
て
の
命
題
は
、
所
謂
一
般
的

な
意
味
で
の
美
学
と
は
お
よ
そ
趣
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
に
関
す
る
省
察
を
「
美
学
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
命
題
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
省
察
が
ど
の
よ
う
に
し
て
美
学
と
し
て

解
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
美
学
の
規
定
に
つ

い
て
触
れ
て
お
こ
う

5

。
こ
の
講
義
で
は
ま
ず
、
美
学
と
い
う
学
問
は
論
理
学
お

よ
び
倫
理
学
と
対
応
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
論
理
学
や
倫
理
学
が
そ
れ
ぞ
れ

固
有
の
学
問
で
あ
り
、
真
や
善
と
い
っ
た
も
の
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
美
学

と
は
「
人
間
の
感
性
的
態
度
、
感
受
的
な
い
し
感
情
的
態
度
に
つ
い
て
の
知
、

そ
し
て
そ
の
態
度
を
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
」（GA

43, 90

）
で
あ
り
、

「
芸
術
の
中
に
呈
示
さ
れ
た
美
に
対
す
る
人
間
の
感
情
的
関
係
を
規
定
と
根
拠

付
け
の
領
域
と
し
、
ま
た
そ
れ
を
出
発
点
お
よ
び
目
標
と
し
て
な
さ
れ
る
芸
術

へ
の
省
察
で
あ
る
」（G

A
43, 91

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
美
学

の
規
定
は
カ
ン
ト
以
降
の
感
情
（Gefühl

）
に
関
わ
る
近
代
的
な
美
学
の
系
譜

を
想
起
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
う
も
述
べ
る
。

「
芸
術
と
美
へ
の
省
察
を
「
美
学
」
と
呼
ぶ
呼
び
方
は
、
一
八
世
紀
に
始
ま
っ

た
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
名
称
が
き
わ
め
て
的
確
に
指
し
て
い
る

事
柄
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
芸
術
と
美
を
、
享
受
者
お
よ
び
創
作
者
の
感
情
状
態

か
ら
問
い
か
け
て
い
く
と
い
う
問
い
の
仕
方
は
古
い
も
の
で
、
西
洋
の
思
惟
に

お
い
て
総
じ
て
芸
術
と
美
へ
の
省
察
が
開
始
さ
れ
る
と
同
時
に
あ
っ
た
。
芸
術
0

0

と
美
へ
の
哲
学
的
省
察
が
そ
も
そ
も
す
で
に
美
学
と
し
て
始
ま
る
の
で
あ
る

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

0

0

」。

つ
ま
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
感
情
や
感
性
に
お
い
て
美
学
を
規
定
し
つ
つ
も
、
そ

こ
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
的
な
美
学
全
体
を
想
定
し
て
お
り
、
以
下

で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
美
学
も
単
な
る
主
観
主
義
的
な
感
情
美
学
で

は
な
く
、
感
情
や
感
性
の
根
底
に
見
出
さ
れ
る
存
在
論
的
射
程
を
有
す
る
省
察

と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

二　

美
的
根
本
状
態
と
し
て
の
陶
酔

　

ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
省
察
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
美
学
の
規
定
に
従
う
な
ら
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ば
、
ま
ず
感
情
が
そ
の
省
察
の
中
心
に
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方

で
ニ
ー
チ
ェ
自
身
は
後
期
に
お
い
て
自
ら
の
美
学
的
省
察
に「
芸
術
の
生
理
学
」

と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
言
い
分
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ニ
ー

チ
ェ
美
学
に
お
け
る
根
本
的
感
情
と
み
な
し
て
い
る
陶
酔
（R

ausch

）
と
い

う
感
情
に
お
い
て
結
び
付
け
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
陶
酔
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。「
美
的
基
本
状
態
と
は
陶
酔
で
あ
り
、
か
つ
こ
の

陶
酔
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
条
件
づ
け
ら
れ
、
誘
発
さ
れ
促
進
さ
れ
う
る
」

（G
A
43, 114

）。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
陶
酔
と
は
、
芸
術
が
存
在
す
る
た
め
の

「
生
理
学
的
予
備
条
件
」
で
あ
り
、
ま
た
、
力
の
高
揚
感
と
充
実
感
が
そ
の
要

点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。ニ
ー
チ
ェ
が
生
理
学
と
い
う
表
現
を
用
い
る
際
、

そ
こ
で
は
常
に
身
体
的
な
意
味
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
陶
酔
に
お
い
て
も
そ

れ
は
単
な
る
心
的
な
状
態
と
し
て
で
は
な
く
、「
身
体
を
持
ち
つ
つ
気
分
づ
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
身
体
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
陶
酔
は
、
同
時
に
そ
の
感
情
的
側
面
に
お
い
て
は
美
的

基
本
状
態
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
中
心
に
据
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は

こ
の
陶
酔
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
の
か
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
る
陶
酔
の
記
述
を
追
う
前
に
、
簡
単
に
ニ
ー
チ
ェ
の
意
志
説
を
概
観

し
て
お
こ
う
。

　

ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
意
志
は
、
意
欲
や
激
情
、
情
熱
、
感
情
と
い
う
よ
う
に
、

常
に
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
既

に
述
べ
た
よ
う
に
、
意
志
は
存
在
す
る
も
の
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ー
チ
ェ

に
み
ら
れ
る
多
様
な
表
現
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
端
的
な
表
現
は
ど
の
よ
う
に
折

り
合
う
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
意
志
を

「
自
己
を
超
え
出
て
意
欲
す
る
」（GA

43, 48

）
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
例
え

ば
あ
る
事
物
を
意
欲
す
る
場
合
、
そ
こ
で
は
意
欲
す
る
者
と
意
欲
さ
れ
る
物
と

は
共
に
意
志
の
本
質
と
し
て
包
括
的
に
規
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
意
志
と
は
何
ら

か
の
目
標
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。「
力
へ
の
」

意
志
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
表
現
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
意
志
そ
の
も
の
の
自

己
規
定
的
性
格
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
意
志
に
は
「
自
己
自
身
を
超
え

出
て
主
人
で
あ
る
」（G

A
43, 50

）
と
の
規
定
が
与
え
ら
れ
お
り
、
そ
れ
は
単

な
る
心
的
な
働
き
と
し
て
で
は
な
く
人
間
存
在
の
生
全
体
か
ら
捉
え
ら
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
盲
目
的
に
で
は
な
く
聡
明
に
自
ら
を
超
え
出
て
増
大
し

て
い
く
創
造
的
性
格
を
本
質
と
す
る
。
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が

「
力
の
流
溢
の
随
伴
現
象
」
と
語
っ
た
感
情
（G

efühl

）
と
し
て
の
意
志
の
規

定
を
「
意
志
の
全
き
本
質
に
属
す
る
何
か
を
暗
示
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
」

（G
A
43, 59

）
と
解
釈
し
て
い
る

6

。
つ
ま
り
そ
れ
は
存
在
す
る
も
の
の
本
質
で

あ
る
力
へ
の
意
志
が
た
だ
ち
に
感
情
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
感
情
が

開
示
、
開
放
と
い
う
性
格
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
感
情
の
種
類
し
だ
い
で
は
、

閉
鎖
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
」（G

A
43, 60

）
の
で
あ
り
、
意
志
は
存
在

の
開
示
に
随
伴
す
る
感
情
的
側
面
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
意
志
概
念
の
解
釈
を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
陶
酔
感
情
に

ど
の
よ
う
な
働
き
を
見
出
し
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
陶
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酔
の
要
点
で
あ
る
力
の
高
揚
を「
自
己
を
―
超
え
―
出
る
―
能
力
を
持
つ
こ
と
」

で
あ
り
、「
存
在
す
る
も
の
自
体
が
よ
り
存
在
的
に
、よ
り
豊
か
に
、よ
り
透
明
、

よ
り
本
質
的
に
経
験
さ
れ
る
」
気
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
充
実
感
と
は

単
に
内
面
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、「
す
べ
て
に
対
し
て
開
か
れ
、

す
べ
て
に
向
か
っ
て
身
を
躍
ら
せ
よ
う
と
す
る
気
分
へ
と
気
分
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
る
（GA

43, 118

）。
こ
れ
ら
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解

釈
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
意
志
説
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
陶
酔
は
そ
の

創
造
性
と
開
示
性
か
ら
把
握
さ
れ
た
生
の
根
本
感
情
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

陶
酔
と
い
う
感
情
は
身
体
を
持
ち
つ
つ
気
分
づ
け
ら
れ
た
状
態
で
あ
り
、
心
的

状
態
に
と
ど
ま
ら
ず
人
間
の
生
全
体
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈

を
通
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
力
の
高
揚
感
と
充
実
感
と
い
う
陶
酔
の
二
つ
の

要
点
か
ら
、「
行
為
と
洞
察
、
受
容
と
感
応
、
伝
達
と
告
知
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

能
力
が
高
揚
、
そ
し
て
相
互
に
浸
透
し
あ
う
と
い
う
こ
と
」（GA

43, 119

）
を

三
つ
め
の
要
点
と
し
て
導
き
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
陶
酔
の
性
格
は
一
時
的
な
激
情
や
興
奮
、
主
客
混
沌
と
し
た
恍

惚
と
い
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
講
義
に
お
い
て
扱
わ

れ
る
陶
酔
感
情
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
前
期
著
作
で
語
ら
れ
た
デ
ュ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的

な
も
の
に
す
ぐ
さ
ま
結
び
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
思

想
に
即
し
て
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
と
は
対
立
し
て
語
ら
れ
て
い
た
ア
ポ

ロ
的
な
も
の
を
も
含
む
根
本
感
情
で
あ
る

7

。
つ
ま
り
陶
酔
感
情
に
は
芸
術
へ

の
形
式
付
与
性
、
言
わ
ば
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
の
契
機
も
見
出
さ
れ
る
。「
形
式

が
、
そ
こ
で
陶
酔
が
陶
酔
と
し
て
可
能
に
な
る
領
域
を
根
拠
づ
け
る
」（GA

43, 

139

）
の
で
あ
り
、「
ニ
ー
チ
ェ
は
形
式
法
則
性
の
論
理
的
諸
規
定
へ
の
還
元
を

暗
示
し
て
い
る
」（G

A
43, 141

）
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
形
式
と
は
、
主
観
的
内
容
と
区
別
さ
れ
た
客
観
的
形
式
と
い
っ
た

一
般
的
な
芸
術
省
察
に
お
け
る
対
立
図
式
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
芸
術

の
自
己
規
定
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
規
定
的
性
格
は
ニ
ー

チ
ェ
の
意
志
説
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
存

在
す
る
も
の
の
本
質
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
陶
酔
か
ら
把
握
さ
れ

る
芸
術
と
は
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
本
質
的
に
創
造
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
芸
術
の

享
受
も
こ
の
創
造
的
状
態
の
喚
起
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
は
述
べ
て
い
る
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
解
釈
す
る
ニ
ー
チ
ェ
美
学
は
、
以
上
に
見
て
き
た
陶
酔
と

い
う
感
情
が
美
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
美
学
と
し
て
の
形
を
成
す
。
陶
酔

と
は
身
体
を
持
っ
て
美
に
気
分
づ
け
ら
れ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
し
て

主
体
に
お
け
る
陶
酔
と
客
体
と
し
て
の
美
と
い
っ
た
構
図
と
し
て
で
は
な
く
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
美
学
に
主
体
の
主
体
性
を
突
破
し
客
体
の
圏
域
を

破
砕
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
主
体
│
客
体
の
構
図
を
打
ち
破
る
契
機
を
見
出

し
て
い
る
の
で
あ
る

8

。

　

こ
こ
で
一
旦
、
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
概
要
を
振
り
返
ろ
う
。
以
上
に
見
て
き
た

こ
と
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
に
つ
い
て
の
第
一
命
題
「
芸
術
は
、
力
へ
の
意

志
の
最
も
透
明
か
つ
周
知
の
形
態
で
あ
る
」は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。ニ
ー
チ
ェ



ハイデッガーのニーチェ解釈における美学との対峙

63

に
と
っ
て
芸
術
は
意
志
の
創
造
的
本
質
を
端
的
に
表
す
も
の
で
あ
り
、
生
全
体

と
い
う
わ
れ
わ
れ
に
最
も
周
知
の
も
の
か
ら
把
握
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
に
第
二

命
題
「
芸
術
は
、
芸
術
家
の
側
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
も
理
解
さ
れ

る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
省
察
は
受
容
に
定
位
し
た
従
来
の
美
学
で
は
な
く
、
そ

の
創
造
的
本
質
に
お
い
て
、
つ
ま
り
芸
術
家
の
側
か
ら
把
握
さ
れ
た
美
学
で
あ

る
。
こ
れ
は
単
な
る
受
容
か
ら
創
造
へ
、
と
い
う
言
葉
上
で
の
逆
転
以
上
の
事

を
意
味
す
る
。
芸
術
の
創
造
と
自
己
規
定
と
い
う
性
格
と
と
も
に
、
存
在
を
生

成
に
お
い
て
性
格
づ
け
て
い
る
力
へ
の
意
志
の
根
本
的
規
定
を
表
し
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
れ
を
芸
術
が
歴
史
を
基
礎
づ
け
る
意
味
を
持
つ
こ
と
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
。

　

で
は
、
続
く
第
三
命
題
「
芸
術
家
の
よ
り
拡
大
さ
れ
た
概
念
に
従
え
ば
、
芸

術
は
一
切
の
存
在
す
る
も
の
の
根
本
的
生
起
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
、
そ

れ
が
存
在
す
る
限
り
、
ひ
と
つ
の
自
己
創
造
者
で
あ
り
被
創
造
者
で
あ
る
」
は

ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
命
題
も
、
以
上
に
見
て
き
た
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
概
要
か

ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
命
題
に
関
し
て
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
記
述
か
ら
の
例
証
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
イ
セ

ン
の
将
校
団
や
イ
エ
ズ
ス
僧
団
と
い
っ
た
「
芸
術
家
な
し
に
現
象
す
る
芸
術
作

品
」
で
あ
る
。
拡
大
さ
れ
た
芸
術
（
家
）
概
念
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
産
出
さ
れ

た
事
物
が
、
芸
術
の
創
造
的
契
機
、
つ
ま
り
存
在
す
る
も
の
の
本
質
と
し
て
の

力
へ
の
意
志
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
産
出
能
力
を
持
つ
も
の
は
誰
も
が

芸
術
家
で
あ
り
、
自
然
も
ひ
と
り
の
芸
術
家
と
な
る
に
至
っ
て
芸
術
家
概
念
は

解
消
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
芸
術
の
規
定
か
ら
、
狭
い
意
味
で

の
芸
術
、
つ
ま
り
美
的
芸
術
（schöne K

unst

）
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ

で
は
芸
術
家
は
一
前
段
階
（eine V

orstufe

）
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
命
題
に
関
し
て
は
ま
だ
十
分
に
吟
味
で
き
る
だ
け
の
素
材
が
出

揃
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、ニ
ー
チ
ェ
講
義
に
お
い
て
芸
術
の
問
題
が「
創

造
す
る
こ
と
」
か
ら
扱
わ
れ
て
も
、「
創
造
さ
れ
る
作
品
」
か
ら
扱
わ
れ
て
は

い
な
い
。
こ
こ
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
自
身
の
芸
術
論
で
あ
る
『
芸
術
作
品
の

根
源
』
で
の
作
品
に
定
位
し
た
立
場
と
は
区
別
し
て
、
あ
く
ま
で
芸
術
家
の
創

造
に
定
位
し
た
美
学
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
省
察
を
解
釈
し
た
理
由
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

三　

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
反
運
動
と
し
て
の
芸
術

　

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
美
学
を
最
も
極
端
な
（extrem

te

）

美
学
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
芸
術
の
生
理
学
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
自
身
に

よ
る
規
定
に
起
因
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の

規
定
に
よ
っ
て
「
芸
術
は
自
然
科
学
的
説
明
（naturw

issenschaftlichen 

Erklärung

）
に
引
き
渡
さ
れ
、
事
実
の
学
（T

atsachenw
issenschaft

）
の

一
分
野
に
押
し
や
ら
れ
る
。
実
に
こ
こ
で
芸
術
へ
の
美
学
的
問
い
は
、
そ
の
究

極
的
結
論
に
至
る
ま
で
思
惟
し
つ
く
さ
れ
る
」（GA

43, 108

）
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
身
体
を
持
っ
て
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
陶
酔
が
、
神
経
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系
統
の
刺
激
や
身
体
の
諸
状
態
と
い
っ
た
も
の
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
「
美
の
学
（W

issenschaft

）
が
あ
る
の
で
は
な
く
た
だ
美
の
批
判
だ
け
が

あ
る
」
と
し
た
カ
ン
ト
の
意
図
と
は
全
く
対
称
的
に

9

、
美
や
芸
術
に
つ
い
て
の

省
察
が
自
ら
に
固
有
の
考
察
方
法
で
は
な
く
、
実
証
的
な
科
学
の
一
分
野
に
還

元
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
事
態
は
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
第
四
命
題
「
芸
術
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
に
対
す
る
卓
抜
せ
る
反
運
動
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
と
真
っ
向
か
ら
対
立

す
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
最
高
の
価

値
規
範
が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
が
喪
失
す
る
。
そ
れ
は

ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
特
に
「
神
の
死
」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
道
徳

的
価
値
の
喪
失
が
決
定
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対

し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
れ
ま
で
の
価
値
規
範
の
転
換
に
よ
る
新
た
な
価
値
設
定

（W
ertsetzung

）
を
行
う
こ
と
で
そ
の
克
服
を
目
論
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ

こ
で
新
た
な
価
値
設
定
の
原
理
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
み
な
し
て
い
る
も
の
こ

そ
、
力
へ
の
意
志
で
あ
り
、
そ
の
力
へ
の
意
志
の
最
も
周
知
の
形
態
で
あ
る
芸

術
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
最
も
優
れ
た
反
運
動
と
な
る
。

　

す
で
に
一
九
世
紀
以
降
の
美
学
の
心
理
学
化
傾
向
に
お
い
て
、
美
的
状
態
は

自
然
科
学
的
状
態
と
同
列
に
扱
わ
れ
、
感
情
状
態
が
実
験
、
観
察
、
測
定
に
曝

さ
れ
る
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
美
学
史
の
流
れ
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
生

理
学
は
こ
の
よ
う
な
心
理
学
を
さ
ら
に
押
し
進
め
て
、
も
は
や
精
神
か
ら
は
最

も
遠
い
身
体
的
状
態
に
そ
の
考
察
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
実
際

に
ニ
ー
チ
ェ
の
記
述
に
お
い
て
は
「
美
的
諸
価
値
が
生
物
学
的
諸
価
値
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
、
美
的
快
感
が
生
物
学
的
快
感
で
あ
る
こ
と
」
が
普
遍
的
命
題

と
さ
れ
て
い
る
（G

A
43, 133

）
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
生

理
学
や
生
物
学
と
い
っ
た
観
点
を
自
身
の
省
察
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
芸
術
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
反
運
動
と
し
て
、
既
存
の
価
値
を
転
換

さ
せ
る
働
き
を
与
え
る
一
方
で
、
そ
の
芸
術
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
自
身
の
美

学
的
省
察
を
芸
術
の
生
理
学
と
し
て
、
既
存
の
個
別
的
学
問
に
よ
る
省
察
に
引

き
渡
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
一
見
、
相
容
れ
な
い
か
に
思
え
る
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
芸
術
に
関
す
る
二

つ
の
規
定
は
、「
偉
大
な
る
様
式
（der groß

e Stil

）」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に

お
い
て
統
一
的
に
理
解
さ
れ
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
考
え
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に

と
っ
て
偉
大
な
る
様
式
と
は
芸
術
の
本
質
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
常
に
想
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
芸
術
全
体
を
担
い
、
か
つ
規
定
す
る
現
実
的
な
も
の
を
意

味
し
て
い
る
。
芸
術
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
反
運
動
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味

す
る
の
は
、
芸
術
が
新
た
な
価
値
設
定
の
原
理
と
し
て
、
規
範
や
法
則
を
与
え

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ニ
ー

チ
ェ
は
偉
大
な
る
様
式
の
特
徴
を
、
差
し
当
た
り
古
典
的
様
式
の
類
型
か
ら
導

い
て
い
る
。
古
典
的
な
も
の
に
お
い
て
は
、
原
初
的
な
混
沌
と
根
源
的
法
則

の
ど
ち
ら
に
も
強
制
さ
れ
ず
、「
ひ
と
つ
の
―
軛
を
―
引
か
せ
る
こ
と
（U

nter-

einem
-Joch-gehen-lassen

）」の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
法
則

の
付
与
に
よ
っ
て
混
沌
が
廃
絶
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
が
共
に
偉
大
な
る
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様
式
の
本
質
と
し
て
対
立
し
た
ま
ま
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
生
成
す
る

法
則
を
そ
の
つ
ど
新
た
に
創
造
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」（G

A
43, 155

）

と
さ
れ
る
。

　

す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
美
的
根
本
状
態
と
し
て
の
陶
酔
に
つ
い
て
考
察
し
た

際
、
そ
の
形
式
付
与
性
に
つ
い
て
触
れ
た
。
そ
れ
は
力
へ
の
意
志
の
一
形
態
で

あ
る
芸
術
の
自
己
規
定
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
陶
酔
に
お
い
て

生
理
学
と
い
う
表
現
が
意
味
し
て
い
た
身
体
的
条
件
に
つ
い
て
も
思
い
起
こ
そ

う
。
身
体
的
条
件
は
陶
酔
の
本
質
と
し
て
要
請
さ
れ
て
お
り
、
生
全
体
の
規
定

で
あ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
身
体
は
「
よ
り
厳
密
に
言
っ
て
、
美
的
状
態

の
領
域
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の
は
ほ
か
で
も
な
く
身
体
的
―
心
的
な
も
の
の
分

割
し
得
な
い
統
一
体
、
生
命
体
、
す
な
わ
ち
人
間
の
生
き
た
「
自
然
」
な
の
で

あ
る
」（GA

43, 113

）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
人

間
的
自
然
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
相
容
れ
な
い

二
つ
の
芸
術
に
関
す
る
規
定
の
統
一
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り

芸
術
の
生
理
学
と
い
う
規
定
の
下
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
芸

術
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
全
て
が
身
体
状
態
と
そ
の
科
学
的
省
察
に
還
元
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、混
沌
と
し
た
自
然
的
状
態
で
あ
る
身
体
と
し
て
、

偉
大
な
る
様
式
の
軛
の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
芸
術
に
よ

る
法
則
付
与
、
つ
ま
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
反
運
動
と
の
対
立
を
保
っ
た
ま
ま
統

一
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
、
芸
術
の
生
理
学
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

へ
の
反
運
動
と
し
て
の
芸
術
と
い
う
二
つ
の
規
定
を
、
偉
大
な
る
様
式
の
う
ち

に
統
一
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
も
極
端
な
美
学
の
内
的
不
協
和
が
解
消
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

へ
の
反
運
動
と
し
て
の
芸
術
が
ど
の
よ
う
に
新
た
な
価
値
設
定
を
な
し
う
る
の

か
を
確
認
し
た
い
。
こ
こ
で
改
め
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、

ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
そ
れ
は
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
進
行
中
で
あ
る
根
本
的
事

実
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
最
高
の
価
値
が
そ
の
価
値
規
範

と
し
て
の
力
を
喪
失
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
無
価
値
と
な
る
。
具
体
的
に
は
キ

リ
ス
ト
教
に
よ
る
道
徳
的
価
値
、
も
し
く
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
形
而
上
学
に
よ

る
哲
学
的
価
値
と
い
っ
た
も
の
が
、
そ
の
端
緒
に
お
い
て
す
で
に
潜
在
的
な
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
つ
ま
り
価
値
の
喪
失
が
顕
在
化
し
た

時
点
で
そ
れ
は
も
は
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
結
果
で
あ
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
す
で
に

西
洋
の
歴
史
に
胚
胎
し
て
い
た
根
本
的
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
に
対
し
て
、ニ
ー
チ
ェ
は
新
た
な
価
値
設
定
に
お
い
て
そ
の
克
服
を
試
み
る
。

そ
の
試
み
は
力
へ
の
意
志
と
い
う
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
中
心
概
念
を
原
理
と
し
、

そ
の
思
考
方
法
は
「
ひ
と
つ
の
絶
え
ざ
る
反
転
」（G

A
43, 35

）
と
特
徴
づ
け

ら
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
芸
術
が
そ
の
創
造
的
本
質
か
ら
力
へ
の
意
志
と
い
う
表
現
の
も

と
に
第
一
義
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
確
認
し
た
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の

反
運
動
と
し
て
芸
術
は
具
体
的
に
何
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ニ
ー
チ
ェ

が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
み
な
し
た
形
而
上
学
に
基
づ
く
既
存
の
芸
術
が
、
そ
の
概
念

図
式
に
お
い
て
単
に
反
転
さ
れ
る
こ
と
が
新
た
な
価
値
設
定
と
な
る
の
で
は
な
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い
。
力
へ
の
意
志
の
原
理
は
絶
え
ざ
る

0

0

0

0

反
転
（U

m
kehrung

）
で
あ
る
と
特

徴
づ
け
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
単
な
る
図
式
上
の
反
転
は
根
本
的
な
価
値
を
揺
る

が
す
も
の
で
は
な
い
。
偉
大
な
る
様
式
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ニ
ー

チ
ェ
に
お
い
て
芸
術
と
は
、
生
成
す
る
法
則
を
そ
の
つ
ど
新
た
に
創
造
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
形
而
上
学
に
規
定
さ
れ
た
こ
れ
ま
で
の
芸
術
の
価
値
規

範
、
つ
ま
り
西
洋
に
お
け
る
伝
統
的
な
芸
術
省
察
の
形
式
で
あ
る
美
学
を
徹
底

し
て
問
い
抜
く
と
い
う
姿
勢
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
か

ら
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
解
釈
に
お
い
て
伝
統
的
な
美
学

を
解
釈
の
拠
り
所
に
し
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
。
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意

志
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
規
定
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
を
通
し
て
捉
え
ら
れ

る
な
ら
ば
、伝
統
的
な
美
学
と
の
対
決
は
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
取
り
組
み
に
お
い
て
持
っ
て
い
た
確
信
が
こ

こ
で
正
当
化
さ
れ
る
。

四　

芸
術
と
真
理

　

ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
に
つ
い
て
の
最
後
の
命
題
は
第
五
命
題
「
芸
術
は
「
真
理
」

よ
り
も
価
値
が
あ
る
」で
あ
る
。こ
の
命
題
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

は
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
ア
ポ
リ
ア
を
見
出
す
。考
察
に
移
る
前
に
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
よ
る
真
理
と
い
う
語
の
規
定
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

真
理
と
い
う
語
は
伝
統
的
に
事
象
と
命
題
と
の
一
致
（adaequatio

）
と
し

て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
論
理
的
な
認
識
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
普
段
も
ろ
も
ろ
の
真
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
真
理
と
い
う
語
を
用
い
る
際
は
、
そ
の
真
な
る

も
の
が
真
な
る
も
の
と
さ
れ
る
根
拠
、
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
問
題
に

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
真
理
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア

レ
ー
テ
イ
ア
か
ら
把
握
し
て
、
非
隠
蔽
性U

nverborgenheit

、
つ
ま
り
存
在

が
隠
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
超
感
性
的
な
イ
デ
ア
に
基

づ
い
て
感
性
的
な
現
象
が
理
解
さ
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
図
式

か
ら
導
か
れ
る
一
致
と
し
て
の
真
理
の
絶
対
化
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て

存
在
の
歪
曲
に
他
な
ら
ず
、
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
以
来
、
批
判
の
対
象
で

あ
っ
た
。
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
芸
術
が
真
理
よ
り
も
価
値
が
あ
る

と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ニ
ー
チ
ェ
は
後
年
、
自
身
の
処
女
作
で
あ
る
『
悲
劇
の
誕
生
』
を
回
顧
し
て

記
し
て
い
る
。「
芸
術
0

0

の
真
理
0

0

へ
の
関
係
に
つ
い
て
、
私
は
き
わ
め
て
早
く
か

ら
真
剣
に
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
今
も
私
は
こ
の
葛
藤
の
前
に
、
聖
な
る
驚
き

を
も
っ
て
佇
む
」（GA

43, 173

）。
こ
れ
は
、ニ
ー
チ
ェ
が
ま
だ
『
悲
劇
の
誕
生
』

を
準
備
中
で
あ
っ
た
時
期
に
記
し
た
「
私
の
哲
学
は
、
転
倒
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ニ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ズ
ム
0

0

で
あ
る
」（GA

43, 187

）
と
い
う
自
身
の
思
想
の
根
本
規
定
か
ら
理
解
さ

れ
る
。
こ
の
転
倒
（U

m
drehung

）
と
い
う
規
定
を
字
義
通
り
受
け
取
る
な

ら
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
美
学
に
お
い
て
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
図
式
で
上
位
に
置
か
れ

る
超
感
性
的
世
界
と
下
位
に
置
か
れ
る
感
性
的
世
界
と
は
逆
転
さ
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
芸
術
と
真
理
と
の
関
係
が
「
葛
藤
（Zw

iespalt

）」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
差
し
当
た
り
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
篇
で
語
ら
れ
る
教
説

を
拠
り
所
と
す
る
。
芸
術
家
の
制
作
は
イ
デ
ア
に
基
づ
く
事
物
を
さ
ら
に
模
倣

す
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
芸
術
は
イ
デ
ア
か
ら
数
え
て
三
番
目
の
価
値
し
か
認

め
ら
れ
な
い
。
こ
の
良
く
知
ら
れ
た
図
式
に
お
い
て
は
、
超
感
性
的
な
真
な
る

イ
デ
ア
と
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
芸
術
と
は
、
異
な
る
存
在
の
位
階
に
属
し
て

い
る
懸
隔
と
し
て
の
関
係
で
あ
る
。
芸
術
と
真
理
、
こ
の
両
者
の
関
係
が
葛
藤

で
あ
る
た
め
に
は
、
同
じ
存
在
の
位
階
に
お
い
て
相
反
す
る
関
係
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
単
に
プ
ラ
ト
ン
の
位
階
秩
序
を
逆
転
し
た
だ

け
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
芸
術
と
真
理
と
の
葛
藤
は
生
じ
え
な
い
。
異
な
る

位
階
に
属
し
て
い
る
両
者
の
関
係
が
そ
の
ま
ま
逆
転
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
転
倒
に
お
い
て
『
国
家
』
で
語
ら
れ
た
芸
術
批
判
が
字
義
通
り

反
転
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
芸
術
は
「
真
理
」
よ
り
も
価
値
が
あ
る
」
と
い
う
第

五
命
題
は
図
式
上
で
は
容
易
に
達
成
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
ニ
ー
チ
ェ
に

よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
葛
藤
が
生
じ
え
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
芸
術
に
つ
い
て
扱
っ
た
教
説
の
う
ち
に
真
理
と
の
葛
藤
が
検
証
さ

れ
て
き
た
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
篇
で
語
ら
れ
て
い
る
美
と

真
理
の
共
属
性
に
関
す
る
教
説
に
注
目
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
美
と
芸
術

は
そ
の
形
而
上
学
的
な
連
関
が
明
確
に
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
は
差
し
当
た
っ
て
両
者
の
関
係
を
問
わ
ず
、
こ
こ
で
あ
え
て
美
と
真
理
と

の
問
い
を
立
て
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る

A

。感
性
的
な
存
在
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、

物
事
の
真
理
、
本
質
に
つ
い
て
の
把
握
は
断
片
的
で
不
鮮
明
な
も
の
に
と
ど
ま

る
。
し
か
し
美
は
最
も
輝
き
出
る
も
の
と
し
て

B

、
わ
れ
わ
れ
を
存
在
そ
の
も
の

へ
と
魅
了
し
、
そ
こ
で
は
感
性
的
な
も
の
か
ら
超
感
性
的
な
も
の
へ
の
調
和
的

移
行
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
る

C

。
そ
こ
で
は
感
性
的
な
輝
き
で
あ
る
美
は
、

超
感
性
的
な
存
在
自
体
で
あ
る
真
理
と
の
間
の
懸
隔
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り

美
と
真
理
と
の
関
係
は
葛
藤
と
し
て
、
そ
れ
も
「
め
で
た
き
葛
藤
」
と
し
て
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
教
説
の
転
倒
に
よ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
芸
術

と
真
理
と
の
葛
藤
も
理
解
さ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
る
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
転
倒

は
単
な
る
図
式
上
で
の
逆
転
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
が
、
こ
こ
で
こ

の
転
倒
が
以
上
で
考
察
し
て
き
た
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
内
容
に
即
し
て
理
解
さ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
の
内
実
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
反
運
動
で

あ
る
芸
術
に
よ
る
新
た
な
価
値
設
定
と
し
て
、
絶
え
ざ
る
反
転
と
い
う
思
考
方

法
が
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
転
倒
と
い
う
言
葉
で
ニ
ー
チ
ェ

が
意
図
し
て
い
た
も
の
と
は
「
ま
ず
第
一
に
理
想
と
し
て
の
超
感
性
的
な
も
の

の
優
位
に
衝
撃
を
加
え
る
こ
と
」（G

A
43, 197

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
位

階
秩
序
に
お
け
る
上
下
関
係
の
逆
転
で
は
な
く
、
位
階
秩
序
的
な
関
係
が
取
り

除
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ

ム
の
図
式
に
お
い
て
は
、
超
感
性
的
な
も
の
が
理
想
と
し
て
そ
の
価
値
規
範
で

あ
る
た
め
に
上
位
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
図
式
の
転
倒
に
よ
っ
て
も
は
や
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規
範
的
な
も
の
が
上
位
の
位
階
を
占
め
る
と
い
う
図
式
そ
の
も
の
が
無
効
と
な

る
。
そ
こ
で
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
端
緒
で
あ
る
超
感
性
的
な
も
の
の
優
位
は
排
除

さ
れ
、感
性
的
な
も
の
こ
そ
真
な
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

は
こ
の
よ
う
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
か
ら
、
感
性
的
な
も
の
の
新
た
な
解
釈
を

も
た
ら
す
試
み
を
転
回
脱
出
（H

erausdrehung

）
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の

感
性
的
な
も
の
の
新
た
な
解
釈
の
下
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
仮
象
と
な
る
。
こ

こ
で
言
う
仮
象
（Schein
）
と
は
、
も
は
や
真
な
る
実
在
と
対
立
さ
せ
ら
れ
た

単
な
る
見
せ
か
け
上
の
形
象
で
は
な
く
、
輝
き
現
れ
（Scheinnen

）
と
し
て

自
ら
を
示
す
も
の
と
な
る
。

　

し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
結
果
的
に
ニ
ー
チ
ェ
が
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
根
本
的

に
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
転
回
脱
出
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

「
芸
術
は
「
真
理
」
よ
り
も
価
値
が
あ
る
」。
こ
の
第
五
命
題
は
未
だ
位
階
秩
序

を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
性
的
な
も
の
が
感
性
的
な
も
の
と

し
て
問
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
価
値
設
定
は
な
お
他
の
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。

こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
が
真
理
概
念
を
根
源
的
に
捉
え
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る

と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
解
釈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
真
理
は

一
致
と
し
て
の
真
理
、
つ
ま
り
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
な
枠
組
み
に
お
け
る
真
理
概

念
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
真
理
と
し
て
の
超
感
性
的
な
も
の
を
排
除
し
は
し
た

が
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
「
ニ
ー
チ
ェ
は
真
理
を
、
そ
し
て
非

真
理
と
仮
象
に
対
す
る
真
理
の
区
別
を
排
除
し
て
い
な
い
」（GA

43, 261

）
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
美
学
が
美
学
と
し
て
極
限
に
ま
で
到
達

し
な
が
ら
も
そ
の
克
服
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
考
え
る
。

　

こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
立
場
を
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
枠
組
み
を
克
服
で
き
な
か
っ

た
思
想
家
と
し
て
結
論
づ
け
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
は
な
い
。
な
に
よ
り
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
講
義

は
こ
の
第
一
講
義
以
降
も
数
年
に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は

な
お
も
ニ
ー
チ
ェ
に
取
り
組
み
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
講
義
に
お
い
て

み
て
き
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
い
う
課
題
の
下

で
、
一
切
を
白
紙
に
新
た
な
価
値
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
な
お
伝
統
的
な

美
学
に
問
い
を
立
て
て
い
る
。
既
に
歴
史
に
置
き
入
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
わ

れ
わ
れ
は
逃
れ
が
た
く
歴
史
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
新
た
な
価
値
設
定

を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
に
対
し
繰
り
返
し
問
い
を
投
げ
か

け
る
と
い
う
態
度
と
な
る
の
で
あ
る
。
ト
レ
イ
シ
ー
・
コ
ロ
ニ
ー
は
こ
の
よ
う

な
態
度
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
本
質
的
な
近
さ
を
指
摘
し
て
い
る

D

。

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
え
ざ
る
問
い
か
け
に
、
歴
史
を
押
し

進
め
、
形
成
す
る
力
を
み
て
と
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
と
の
近

さ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
思
想
の
転
回
（K

ehre

）
と
い
う
問
題
と
も
共

鳴
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
以
上
の
考
察
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
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に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
美
学
の
解
釈
を
検
証
し
な
が
ら
、
な
ぜ
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
が

伝
統
的
な
美
学
を
通
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
し
た
。
す
で
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
も
決
定
的
と
な
っ
て
い
た
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
と
い
う
問
題
に
対
し
、
後
期
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
で
あ
る
力
へ
の
意
志
の
一

規
定
で
あ
る
芸
術
が
新
た
な
価
値
設
定
の
原
理
と
し
て
働
く
な
ら
ば
、
そ
こ
で

は
伝
統
的
な
美
学
と
の
対
決
は
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り

絶
え
ざ
る
反
転
を
通
し
て
美
学
を
問
い
抜
く
こ
と
で
、
新
た
な
価
値
が
設
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
歴
史
に
胚
胎
し
進
行
中
の
出
来
事
で
あ
る
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
破
棄
し
、
白
紙
状
態
か
ら
価
値

を
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
結
果
的
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は

ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
へ
の
批
判
に
も
関
わ
ら
ず
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と

い
う
枠
組
み
に
捉
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
ニ
ー
チ
ェ

の
立
場
は
美
学
と
と
も
に
克
服
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
取
り
組
む
態
度
の
中
に
、

多
く
の
自
身
と
も
共
通
す
る
問
題
、
そ
し
て
根
源
的
な
歴
史
性
を
見
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
『
ニ
ー
チ
ェ
、
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
』
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
最
も
極
端
な
美
学
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

自
身
を
美
学
の
立
場
に
置
き
入
れ
た
美
学
へ
の
内
在
的
批
判
を
展
開
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
の
美
学
と
は
、
自
身
の
問
題
圏
の

外
に
あ
っ
て
、
単
純
に
批
判
さ
れ
、
破
棄
さ
れ
る
立
場
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
一
九
三
〇
年
代
中
盤
、
自
身
の
芸
術
論
形
成
に
取
り
組
ん
で
い
た

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
美
学
と
は
最
も
問
う
に
価
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

文
献

ハ 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
にV

ittorio K
losterm

ann

社
の
全
集
に
基
づ
き
、
略
号GA

に
続
い
て
巻
数
、
頁
数
を
付
し
て
本
文
中

に
挿
入
し
た
。
引
用
に
際
し
て
訳
文
、
訳
語
は
創
文
社
版
の
翻
訳
を
参
考
に

適
宜
改
あ
ら
た
め
た
。

M
artin H

eidegger, G
esa

m
ta

u
sg

a
b

e, F
rankfurt: V

ittorio 

K
losterm

ann

（『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
創
文
社
） 

　
　

 Band5: H
olzw

ege, 1977

（
第
五
巻『
杜
道
』茅
野
良
男
、ハ
ン
ス
・
ブ
ロ
ッ

カ
ル
ト
訳
、
一
九
八
八
年
）

　
　

 Band6.1: N
ietzsch

e I, 1996

（
第
六
│
Ｉ
巻『
ニ
ー
チ
ェ
Ｉ
』圓
増
治
之
、

セ
ヴ
ェ
リ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
訳
、
二
〇
〇
〇
年
）

　
　

 Band43: N
ietzsch

e: D
er E

ille zu
r M

ach
t als K

u
n

st, 1985

（
第

四
三
巻
『
ニ
ー
チ
ェ
、
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
』
薗
田
宗
人
、
セ
バ

ス
テ
ィ
ア
ン
・
ウ
ン
ジ
ン
訳
、
一
九
九
二
年
）

　
　

 Band65: B
eiträge zu

r P
h

ilosoph
ie (V

om
 E

reign
is), 1989

（
第

六
五
巻『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿（
性
起
に
つ
い
て
）』大
橋
良
介
、秋
富
克
哉
、

ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
、
二
〇
〇
五
年
）
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註（
１
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
一
九
三
〇
年
代
と
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
公
刊
さ
れ

た
前
半
部
に
お
い
て
問
わ
れ
た
存
在
の
問
い
（Seinsfrage

）
が
次
第
に
そ
の
姿

を
変
え
、
遂
に
は
こ
の
主
著
が
著
作
と
し
て
は
完
結
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、

自
身
の
思
想
の
一
大
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
所
謂
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
思
想
の
「
転
回
」（K

ehre

）
と
い
う
問
題
は
、
一
九
三
六
年
か
ら
三
八
年

に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
覚
え
書
き
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
に
お
い
て
決
定
的
と

な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
の
中
で
も
芸
術
へ
の

問
い
は
と
り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

（
２
） 　

一
九
六
〇
年
に
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
が
レ
ク
ラ
ム
文
庫
か
ら
単
著
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
際
、
導
入
と
し
て
付
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て
Ｈ
－
Ｇ
・
ガ
ダ
マ
ー
が

報
告
し
て
い
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
の
講
演
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
の
転
回
を
端

的
に
示
す
指
標
で
あ
り
、
そ
れ
は
思
考
の
枠
組
み
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が

後
期
思
想
へ
と
向
か
う
一
大
転
換
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。M

artin 
H
eidegger, D

er U
rspru

n
g d

es K
u

n
stw

erkes, Stuttgart: Philipp Reclam
 

jun. 1960

（
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
関
口
浩
訳
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
二
年
）

（
３
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
取
り
組
み
は
、
一
連
の
講
義
の
開
始
と
同
年

か
ら
執
筆
さ
れ
た
『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
と
並
ん
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
転
回

を
決
定
づ
け
る
指
標
と
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
は
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
の
分
野
の
み
な
ら
ず
ニ
ー
チ
ェ
研
究
に
お
い
て
も
大
き
な
問
題

で
あ
り
、
多
く
の
先
行
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
論
集
と
し
て
近
年
の
も
の
で
は
、

H
eidegger-Jahrbuch2 H

eid
egger u

n
d

 N
ietzsch

e, H
rsg. A

lfred D
enker 

und H
olger Zaborow

ski, M
ünchen: V

erlag K
arl A

lber 2005

、
邦
訳

の
あ
る
も
の
で
は
、M

artin-H
eidegger-Gesellschaft schriftenreihe. Bd3 

"V
erw

ech
selt M

ich
 V

or A
llem

 N
ich

t!" H
eid

egger u
n

d
 N

ietzsch
e, H
rsg. 

V
on H

ans-H
elm
m
uth Gander, Frankfurt: V

ittorio K
losterm

ann 1994

（『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
』
川
原
栄
峰
監
訳
、
南
窓
社
、
一
九
九
八
年
）
が

挙
げ
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
哲
学
史
解
釈
は
、
そ
の
強
引
さ
に
対
し
て

常
に
賛
否
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
お
い
て
も
例

外
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
に
対
し
て
は
特
に
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
研
究
者
で
あ
る
と
同
時
に
ニ
ー
チ
ェ
研
究
に
お
い
て
も
第
一
人
者
で
あ

る
Ｗ
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ラ
ウ
タ
ー
が
批
判
的
か
つ
積
極
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

W
olfgang M

üller-Lauter, N
ietzsch

e: sein
e P

h
ilosoph

ie d
er G

egen
sätze 

u
n

d
 d

ie G
egen

sä
tze sein

er P
h

ilosop
h

ie, B
erlin/N

ew
 Y
ork: W

. de 
G
ruyter 1971

（
Ｗ
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ラ
ウ
タ
ー
『
ニ
ー
チ
ェ
・
矛
盾
の
哲
学
』
秋

山
英
夫
、木
戸
三
良
訳
、以
文
社
、一
九
八
三
年
）。
Ｗ
・
ミ
ュ
ラ
ー
＝
ラ
ウ
タ
ー『
ニ
ー

チ
ェ
論
攷
』
新
田
章
訳
、
理
想
社
、
一
九
九
四
年
。「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
お
よ
び
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
超
克
の
可
能
性
に
つ
い
て
」（『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
』、一
九
九
八
年
）。

ミ
ュ
ラ
ー
＝
ラ
ウ
タ
ー
は
何
よ
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
の
区
別
を

強
調
し
て
い
る
。

（
４
） 　

こ
れ
ら
の
問
題
連
関
に
つ
い
て
は
、『
哲
学
へ
の
寄
与
論
稿
』
に
お
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「〔
芸
術
作
品
の
根
源
へ
の
〕
問
い
は
、
美
学
の
超
克

（Ü
berw

indung

）
と
い
う
課
題
と
、
し
た
が
っ
て
同
時
に
、
存
在
す
る
も
の
を
対

象
的
に
表
象
可
能
な
も
の
と
す
る
特
定
の
把
捉
の
超
克
と
い
う
課
題
と
、
最
も
内

的
な
連
関
に
立
っ
て
い
る
。
美
学
の
超
克
は
、
さ
ら
に
ま
た
、
形
而
上
学
そ
の
も

の
と
の
歴
史
的
な
対
決
（A

useinanndersetzung

）
か
ら
必
然
的
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
」（GA

65, 503f.

）

（
５
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
か
ら
引
用
す
る
際
は
グ
ロ
ー
ス
オ
ク
タ
ー

フ
版
ニ
ー
チ
ェ
全
集
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
全
集
の
遺
稿
編
集
は
、
す
で
に
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
が
講
義
内
で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

現
在
で
は
Ｇ
・
コ
リ
ィ
と
Ｍ
・
モ
ン
テ
ィ
ナ
リ
ィ
ら
の
厳
密
な
文
献
学
的
検
証
に

基
づ
い
た
グ
ロ
イ
タ
ー
版
批
判
的
ニ
ー
チ
ェ
全
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
規
定
を
離
れ
て
簡
単
に
問
題
背
景
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、

一
般
に
美
学
（Ä

sthetik

）
と
い
う
学
問
分
野
は
一
八
世
紀
半
ば
に
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
に
よ
っ
て
感
性
的
認
識
の
学
（scientia cognitionis senstivae

）
と
し
て

創
始
さ
れ
、
さ
ら
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
主
観
的
感
情
に
関
わ
る
美
的
（ästhetisch

）

判
断
と
い
う
独
自
の
原
理
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
近
代
的
学
問
と
し
て
確
立
さ
れ

た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
判
明
性
の
度
合
い
の
違
い
と
さ
れ
て
き
た
知
性
的
認
識

と
感
性
的
認
識
は
、
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
領
域
と
方
法
論
に
お
い
て
基
礎
付

け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
学
問
分
野
が
そ
れ
自
体
と
し
て
の
自
律
（A

utonom
ie

）

を
要
求
す
る
と
い
う
近
代
的
性
格
が
美
学
と
い
う
学
問
を
特
徴
付
け
て
い
る
。
そ
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れ
で
は
近
代
以
前
に
は
美
学
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
以
来
、
美
や
芸
術
に
つ
い
て
の
学
問
的
省
察
は
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
教
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。
当
時
そ
れ
ら
の
省
察
に
美
学

と
い
う
名
称
が
与
え
ら
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
西
洋
に
お
い
て
は
近
代
に
至
る
ま

で
の
美
や
芸
術
の
基
準
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
美
学
的
省
察
を
支
え
て
い
る
の
は

西
洋
の
伝
統
的
な
思
惟
の
枠
組
み
、
つ
ま
り
形
而
上
学
に
基
づ
く
美
も
し
く
は
芸

術
の
規
定
で
あ
る
。
一
方
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
近
代
的
な
美
学
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

以
来
の
広
い
意
味
で
の
美
学
も
、
と
も
に
形
而
上
学
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
連
続

し
た
理
解
の
も
と
に
規
定
し
て
い
る
。

（
７
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
気
分
（Stim

m
ung

）
や
情
態
性
（Befindlichkeit

）、

に
お
け
る
存
在
様
態
の
把
握
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
『
存
在
と
時
間
』
に
も
見

出
せ
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は

一
九
三
四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
の
講
義
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
賛
歌
『
ゲ
ル
マ
ー

ニ
エ
ン
』
と
『
ラ
イ
ン
』』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
詩
作
の
根
源
と
し
て
の
根
本
気

分
（Grundstim

m
ung

）
と
い
う
立
場
か
ら
詩
の
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
８
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
講
義
に
お
い
て
、
こ
の
デ
ュ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も

の
を
主
題
的
に
扱
っ
て
は
い
な
い
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
省
察
に
お
い
て
デ
ュ
オ

ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
は
前
後
期
を
通
し
一
貫
し
て
中
心
概
念
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
前
後
期
を
通
し
た
デ
ュ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
以
下
の

論
文
を
参
照
。
大
石
昌
史「
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
芸
術
の「
形
而
上
学
」と「
生
理
学
」

―
「
デ
ュ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
」
な
る
も
の
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
美
学
』
第
一
五
〇
号
、

一
九
八
七
年
）

（
９
） 　
「
感
情
状
態
と
し
て
の
陶
酔
は
、
ま
さ
に
主
体
の
主
体
性
を
突
破
す
る
。
美
に
対

し
て
感
情
を
も
つ
こ
と
の
中
に
、
主
体
は
自
己
自
身
を
乗
り
越
え
、
も
は
や
主
体

的
で
も
な
く
主
体
で
も
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
美
と
は
単
に
驚
嘆
し
て
眺
め
る
表

象
作
用
の
現
存
的
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
気
分
へ
と
決
定
づ
け
る
も
の
と

し
て
、
人
間
の
状
態
を
満
た
し
規
定
す
る
。
美
は
、
隔
た
り
を
保
ち
つ
つ
そ
れ
自

体
で
存
立
す
る
「
客
体
」
の
圏
域
を
破
砕
し
、
客
体
を
、
本
質
的
か
つ
根
源
的
に

「
主
体
」
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
す
る
。
美
は
も
は
や
客
体
的
で
も
な
く
、
客
体
で

も
な
い
。
美
的
状
態
は
、
あ
る
主
体
的
な
も
の
で
も
、
ま
た
あ
る
客
体
的
な
も
の

で
も
な
い
。「
陶
酔
」
と
「
美
」、
こ
の
二
つ
の
美
学
的
基
本
語
は
、
同
じ
だ
け
の

拡
が
り
を
も
っ
て
、
一
切
の
美
的
状
態
を
、
そ
し
て
こ
の
状
態
の
中
に
開
示
さ
れ

か
つ
こ
の
状
態
を
主
宰
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
名
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（G

A
43, 

143

）

（
10
） 　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
す
る
ニ
ー
チ
ェ
美
学
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
美
学
と
の

相
違
ば
か
り
が
指
摘
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
こ

の
第
一
講
義
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
美
の
本
質
の
解
明
と
し
て
カ
ン
ト
の
『
判

断
力
批
判
』
に
お
け
る
美
の
規
定
の
存
在
論
的
射
程
が
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。
小
林
信
之
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
美
へ
の
問
い

―
無
関
心
性
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
美
学
』
第
一
九
三
号
、
一
九
九
八
年
）

（
11
） 　

こ
こ
で
は
も
は
や
プ
ラ
ト
ン
に
即
し
て
美
と
芸
術
の
関
係
が
問
わ
れ
て
は
い
な

い
も
の
の
、
ニ
ー
チ
ェ
美
学
に
お
い
て
は
芸
術
的
創
造
の
本
質
は
「
作
品
と
い
う

形
で
の
美
の
陶
酔
的
産
出
」（G

A
43, 133

）
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
プ
ラ
ト

ン
の
教
説
に
お
い
て
も
「
芸
術
と
真
理
の
関
係
は
、
正
し
く
置
け
ば
美
と
真
理
の

関
係
、
ひ
い
て
は
芸
術
と
認
識
の
そ
れ
で
あ
る
」（GA

43, 244

）
と
述
べ
て
い
る
。

（
12
） 　
『
芸
術
作
品
の
根
源
』に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
美
と
は
、

真
理
が
非
隠
蔽
性
と
し
て
現
成
す
る
一
つ
の
仕
方
で
あ
る
」（GA

5, 43

）

（
13
） 　

こ
の
美
と
存
在
へ
の
注
視
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
関
し
て
は
、
上
述
し
た
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
る
『
判
断
力
批
判
』
の
考
察
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
。

（
14
） 　

ま
た
、
コ
ロ
ニ
ー
は
第
二
講
義
以
降
で
扱
わ
れ
る
永
遠
回
帰
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ

の
思
想
か
ら
も
、
芸
術
と
し
て
の
力
へ
の
意
志
の
解
釈
を
正
当
化
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
。T

racy Colony, T
im
e and the W

ork of A
rt: Reconsidering 

H
eidegger's A

useinandersetzung w
ith N

ietzsche, H
eid

egger S
tu

d
ies 

V
ol.19, 2003.

（
ち
か
お
か
・
も
と
あ
き　

同
志
社
大
学
・
大
学
院
文
学
研
究
科
・
博
士
課
程
）




