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ハ
イ
デ
ガ
ー
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
（
そ
の
二
）

│
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

│

H
eidegger und Realitätsproblem

(2): K
ant und H

eidegger

須
　

田　
朗

要　
　
　

旨

『
存
在
と
時
間
』
第
四
三
節
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
世
界
＝
内
＝
存
在
」
概
念
を
手
が
か
り
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
」
を
解
釈

す
る
。
彼
は
従
来
の
認
識
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
（
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
）
を
退
け
る

│
こ
れ
は
す
で
に
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
」

（
そ
の
一
）
で
論
じ
た

│
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
（
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
す
な
わ
ち
物
のA

n sich

を
抵
抗
と
い
う
概
念
で
解

釈
す
る
）
を
評
価
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
試
み
を
評
価
し
つ
つ
も
、
抵
抗
の
さ
ら
に
根
源
と
な
る
世
界
性
に
気
づ
い
て
い
な
い

と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
抵
抗
、
世
界
内
存
在
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（
承　
　

前
）第

三
章　

存
在
論
的
な
問
題
と
し
て
の
実
在
性

（
ｂ
）
節
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

実
在
性
（R

ealität

）
と
い
う
名
称
は
、
世
界
の
内
部
に
客
体
的
に
存
在
す
る
存
在
者
（das innerw

eltlich vorhandene Seiende

）
の

存
在
、
す
な
わ
ちres

の
存
在
を
指
す

│
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
こ
の
名
称
で
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い

│
の
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
こ
の
実
在
性
と
い
う
存
在
様
態
を
分
析
す
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
る
と
、
世
界
内
部
的
な

0

0

0

0

0

0

（innerw
eltlich

）
存
在
者
は
、
世
界
内
部

性
（Innerw

eltlichkeit

）
と
い
う
現
象
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
存
在
論
的
に
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
世
界
内
部
性
と
い
う
こ
の
現
象
は
、
世
界

0

0

（W
elt

）
と
い
う
現
象
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
が
ま
た
世
界
＝
内

＝
存
在
を
構
成
す
る
本
質
的
な
構
造
契
機
と
し
て
、
現
存
在
の
根
本
構
造
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
世
界
＝
内
＝
存

在
は
、
存
在
論
的
に
現
存
在
の
構
造
全
体
性
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
全
体
性
が
ゾ
ル
ゲ
（
気
遣
い
）
と
し
て
性
格
づ
け

ら
れ
た）

1
（

。

一
読
し
て
わ
か
ら
な
い
の
が
、
最
初
の
短
い
文
章
の
条
件
文
（「
…
…
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
」
の
文
）
で
あ
る
。
二
つ
、
わ
か
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。



─ 195 ─

ハイデガーとリアリティー問題（その二）

1　
「
世
界
の
内
部
に
客
体
的
に
存
在
す
る
存
在
者
」
をres

と
言
い
換
え
て
い
る
こ
と
。

2　
「
レ
ア
リ
テ
ー
ト
」（R

ealität

）
が
存
在
者
の
存
在

0

0

の
こ
と
を
示
す
と
い
う
こ
と
。

ま
ず
は
2
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
の
特
徴
を
一
般
論
と
し
て
述
べ
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
〜tät

（
英
語
で
は
、
〜ty

）
と
か
、
〜keit

と
か
〜heit

（
英
語
で
は
、
〜ness

）
と
い
っ
た
言
葉
を

つ
か
う
と
き
、「
〜
」
を
「
〜
」
た
ら
し
め
て
い
る
不
可
欠
な
基
本
性
質
を
指
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
世
界
性
（W

eltlichkeit

）
と
は
世

界
を
世
界
た
ら
し
め
て
い
る
本
性
だ
し
、
時
間
性
（Zeitlichkeit

）
は
時
間
を
時
間
に
し
て
い
る
性
質
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
空
間

を
空
間
た
ら
し
め
て
い
る
本
質
的
な
性
質
が
空
間
性
（R

äum
lichkeit

）
で
あ
る
。
世
界
性
が
な
け
れ
ば
「
世
界
」
は
「
世
界
」
と
は
言

え
な
い
し
、
時
間
性
が
な
け
れ
ば
時
間
は
時
間
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
空
間
性
を
欠
い
て
は
空
間
は
空
間
た
り
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
例

を
さ
ら
に
一
般
化
し
て
も
っ
と
抽
象
的
に
言
え
ば
、das Seiende

（
存
在
者
）
をdas Seiende

（
存
在
者
）
に
し
て
い
る
も
の
がSein

（
存
在
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
も
の
・
存
在
者
は
、「
存
在
」・「
あ
る
」
と
い
う
性
質
を
欠
い
て
は
、
存
在
者

と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

W
eltlichkeit,Zeitlichkeit,R

äum
lichkeit

と
同
じ
こ
と
がR

ealität

に
も
言
え
る
。R

ealität

が
な
け
れ
ば
、res

はres

で
は
な
く

な
る
。
世
界
を
世
界
た
ら
し
め
て
い
る
性
質
、
つ
ま
り
世
界
性
と
は
有
意
味
性
（B

edeutsam
keit

）
の
こ
と
だ
し
、
時
間
を
時
間
に
し

て
い
る
時
間
性
と
はsich zeitigen

と
い
う
性
質
つ
ま
り
時
熟
（
＝
時
間
化
）
だ
し
、
空
間
を
空
間
た
ら
し
め
て
い
る
空
間
性
と
は
開
離

（E
nt-fernung

）
と
布
置
（A

usrichtung

）
だ）

2
（

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
（
こ
れ
は
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
の
先
行
す
る
節
で
か
な
り
論
じ
ら

れ
た
こ
と
）
が
、
で
はres

をres

に
し
て
い
るR

ealität

と
は
な
に
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
世
界
性
や
時
間
性
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
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こ
れ
が
こ
の
（
ｂ
）
節
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
い
で
あ
る
。

つ
い
で
１
の
言
い
換
え
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
こ
で
は
ラ
テ
ン
語
のres

（
も
の
）
が
、「
世
界
内
部
的
に
客
体
的
な
存
在
者
」
の
言

い
換
え
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。「
世
界
内
部
的
」（innerw

eltlich

）
と
「
客
体
的
」（vorhanden

）。
こ
の
二
つ
の
概
念
は
、
た
だ
ち

に
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。「
世
界
内
部
的
」（innerw

eltlich

）
は
形
と
し
て
は
、「
客
体
的
」（vorhanden

）
と
い
う
形
容
詞
に
か
か
っ
て

い
く
副
詞
だ
が
、
そ
し
て
ふ
つ
う
副
詞
は
そ
れ
が
か
か
っ
て
い
く
形
容
詞
を
限
定
す
る
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
ま
で
の
議
論
か

ら
す
る
と
、innerw

eltlich

の
ほ
う
が
広
い
概
念
で
あ
る
。

「
世
界
内
部
的
」
存
在
者
と
は
、
さ
し
あ
た
り
は
道
具
で
あ
る
。
た
だ
た
ん
に
目
の
前
に
客
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
は
な

く
、
用
具
性
・
道
具
性
を
も
っ
て
い
る
存
在
者
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
用
具
性
を
も
た
な
い
も
の
も
世
界
の
内
部
で
わ
れ
わ

れ
に
出
会
っ
て
く
る
。
用
具
性
を
も
つ
も
の
と
も
た
な
い
も
の
と
は
世
界
内
部
で
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
こ
の
点
は
あ
と
で
述
べ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
ろres

は
世
界
の
内
部
で
現
存
在
が
い
ま
現
に
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
ご
と
の
ひ
と
つ

0

0

0

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

引
用
文
の
続
き
に
戻
る
と
、res

が
世
界
内
部
で
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
す
で
に
世
界
が
開
か
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
世
界
と
い
う
現
象
だ
が
、
こ
れ
は
世
界
＝
内
＝
存
在
の
一
契
機
で
あ
る
。
世
界
＝
内
＝
存
在

は
、
世
界
と
内
存
在
か
ら
な
っ
て
い
る
か
ら
、
世
界
は
内
存
在
と
と
も
に
、
現
存
在
の
あ
り
方
と
し
て
の
世
界
＝
内
＝
存
在
を
構
成
す

る
一
方
の
側
の
構
造
契
機
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
づ
け
関
係
を
手
が
か
り
に
し
て
、reality

を
考
え
る
。
そ
れ
が
存
在
論
的

な
問
題
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
ど
う
み
て
も
い
た
く
形
式
的
な
論
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に
踏
み
込
ん
で
み
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
具
体
的
に
レ
ア
リ
テ
ー
ト
を
ど
う
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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ハイデガーとリアリティー問題（その二）

第
四
章　

デ
ィ
ル
タ
イ

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ま
ず
こ
こ
（
ｂ
節
）
で
デ
ィ
ル
タ
イ）

3
（

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
を
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
自
分
の

い
わ
ば
先
駆
者
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
む
ろ
ん
デ
ィ
ル
タ
イ
に
も
限
界
は
あ
る
。

あ
る
限
界
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
レ
ア
ル
な
も
の
の
レ
ア
リ
テ
ー
ト
の
現
象
学
的
性
格
づ
け
が
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
た

だ
し
、
明
確
な
実
存
論
的
存
在
論
的
基
盤
が
な
い
ま
ま
に
だ
が
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
ケ
ー
ス
が
そ
れ
で
あ
る）

4
（

。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
ど
の
点
で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
の
取
り
扱
い
方
に
お
い
て
従
来
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
そ
の
限
界
は
な

に
か
。

従
来
よ
り
も
一
歩
前
進
し
て
い
る
の
は
、
レ
ア
リ
テ
ー
ト
を
抵
抗
性
（W

iderständigkeit

）
と
す
る
点
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
以
来
、
ほ
と
ん
ど
の
〔
外
界
の
存
在
の
〕
説
明
者
は
、
意
志
が
感
覚
を
排
除
し
た
り
産
み
だ
し
た
り
引
き
と
め
た
り
で

き
な
い
と
い
う
、
感
覚
の
特
メ
ル
ク
マ
ー
ル
徴
を
、
感
覚
の
、
意
志
か
ら
の
非
依
存
性
の
確
信
の
根
拠
と
し
て
認
め
利
用
し
て
き
た）

5
（

。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
従
来
の
こ
う
し
た
説
明
の
部
分
的
な
正
し
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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個
別
的
生
、
お
よ
び
個
別
的
生
を
形
成
し
て
い
る
衝
動
、
感
情
、
意
志

│
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
そ
れ
ら
の
外
面
で
し
か
な
い

│
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
内
部
に
自
己
と
客
体
、
内
と
外
の
区
別
が
発
生
す
る
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ

る）
6
（

。

ま
た
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

た
ん
な
る
表
象
作
用
に
と
っ
て
は
、
外
界
は
ど
こ
ま
で
も
た
ん
に
現
象
で
し
か
あ
り
え
な
い
〔
つ
ま
り
自
己
と
客
体
、
内
と
外
の

区
別
は
生
じ
な
い
〕。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
志
し
感
じ
表
象
す
る
ま
る
ご
と
の
存
在
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
、
わ
れ

わ
れ
の
自
己
と
同
時
に
、
そ
し
て
そ
の
自
己
と
同
じ
く
確
実
に
、
外
的
現
実
（
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
の
他
者
…
…
）
が
わ
れ

わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
外
的
現
実
は
生
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
表
象
と
し
て

の
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
外
界
を
知
る
の
は
、
結
果
か
ら
原
因
へ
の
推
論
に
よ
っ
て
で
も
、
こ
の

推
論
に
対
応
す
る
過
程
に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
原
因
結
果
の
表
象
そ
れ
自
身
が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
、
生
か
ら

の
抽
象
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る）

7
（

。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
哲
学
者
で
あ
っ
て
、
人
間
を
何
よ
り
も
ま
ず
生
命
的
な
側
面
か
ら
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
を
衝
動
の
体
系

と
呼
ぶ
。
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ハイデガーとリアリティー問題（その二）

人
間
と
は
第
一
に
衝
動
の
体
系
で
あ
る）

8
（

。

そ
の
う
え
で
、
こ
う
言
う
。

わ
た
し
の
自
己
が
、
自
分
と
対
象
を
区
別
す
る
と
き
に
わ
た
し
が
経
験
す
る
こ
と
の
図
式
は
、
恣
意
的
な
運
動
の
意
識
と
そ
れ
が

遭
遇
す
る
抵
抗
の
意
識
の
間
の
関
係
に
あ
る）

9
（

。

自
と
他
、
内
と
外
、
自
己
と
対
象
の
区
別
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
衝
動
・
意
図
・
意
志
に
関
連
づ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は

カ
ン
ト
と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。
人
間
の
全
体
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
生
」
と
呼
ん
で
、
認
識
論
に
偏
っ
た
近
代
哲
学
を
一
般
に
批
判

し
て
い
る
の
だ
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
で
も
同
じ
ス
タ
ン
ス
を
と
る
。
外
界
の
証
明
は
主
知
主
義
的
に
知
性
や
思
考
か
ら
は
説
明
で

き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
問
題
で
は
意
志
が
重
要
に
な
る
。「
わ
れ
」
が
お
の
れ
の
衝
動
に
動
か
さ
れ
て
何
か
を
意
図
す
る
と
き
に
そ
の

意
志
を
貫
け
な
い
、
貫
徹
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、「
わ
れ
」
は
自
分
と
は
異
な
る
も
の
の
存
在
を
理
解
す
る
と

と
も
に
、「
わ
れ
」
の
ほ
う
も
自
分
を
自
分
と
し
て
は
じ
め
て
意
識
す
る
の
だ
と
い
う
。

「
意
志
と
そ
の
阻
止
は
同
一
の
意
識
の
な
か
で
登
場
す
る
」）

10
（

と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は

衝
動
や
意
志
（
近
代
哲
学
の
自
我
・
主
観
）
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
外
的
な
物
の
存
在
と
が
同
時
に
成
り
立
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
デ

ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
考
え
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー）

11
（

も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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対
象
の
現
実
存
在
は
…
…
た
だ
衝
動
へ
の
関
係
性
、
意
志
へ
の
関
係
性
に
た
い
し
て
の
み
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る）

12
（

。

衝
動
や
意
志
が
阻
止
さ
れ
た
り
抵
抗
に
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
他
の
違
い
が
理
解
さ
れ
る
、
つ
ま
り
対
象
の
存
在
が
与

え
ら
れ
る
。
実
在
性
と
は
意
志
へ
の
抵
抗
性
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る）

13
（

。

第
五
章　

ハ
イ
デ
ガ
ー
のA

n sich

概
念

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
生
の
全
体
か
ら
レ
ア
リ
テ
ー
ト
問
題
を
取
り
上
げ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
こ
の
問
題
に
お
い
て
一
歩
前
進

し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
す
る）

14
（

。
彼
ら
の
試
み
を
一
応
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
と
す
る
。

そ
れ
は
な
に
か
。

彼
ら
は
、
た
し
か
に
、
人
間
の
あ
り
方
の
基
本
と
し
て
知
的
な
側
面
で
は
な
く
、
意
欲
や
衝
動
と
い
っ
た
側
面
を
基
本
に
考
え
る
。

し
か
し
こ
こ
に
も
近
代
的
な
認
識
論
の
図
式
は
生
き
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
主
観
が
た
だ
意
欲
や
衝
動
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
て
、

主
客
の
図
式
そ
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
人
間
の
存
在
、
現
存
在
は
理
性
で
も
意
欲
で
も
な
く
、
む
し

ろ
世
界
＝
内
＝
存
在
で
あ
る
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
す
で
に
開
か
れ
た
世
界
の
な
か
で
何
か
に
か
か
わ
っ

て
い
る
（sein bei

〜
）。
わ
れ
わ
れ
が
か
か
わ
っ
て
い
る
存
在
者
は
知
性
の
対
象
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
以
前
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
よ

う
に
衝
動
や
意
欲
の
対
象
だ
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
対
象
物
は
す
で
に
開
か
れ
た
世
界
の
内
部
に
存
在
す
る
存
在
者
で
あ
る
。
こ

の
世
界
内
部
的
存
在
者
の
存
在
性
格
を
よ
く
よ
く
考
え
て
い
け
ば
、
世
界
と
い
う
現
象
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
世
界
＝
内
＝
存
在
と
い
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う
現
象
が
見
え
て
く
る
の
だ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
こ
ま
で
考
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
意
志
や
衝
動
が
向
か
っ
て
い
く
そ
の
先
が
存
在
論
的
に
無
規
定
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
意
志
や
衝
動
や
意
図
が
抵
抗
に
会
う
と
言
う
だ
け
で
、
抵
抗
す
る
存
在
者
の
存
在
の
意
味
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

抵
抗
は
、
切
り
抜
け
ら
れ
な
い
こ
と
の
な
か
で
、
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
意
欲
の
妨
害
と
し
て
〔
わ
れ
わ
れ
に
〕
出
会
っ
て
く

る
。
し
か
し
こ
の
意
欲
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
、
衝
動
や
意
欲
が
め
が
け
て
い
る

0

0

0

0

0

0

何
か
或
る
も
の
（etw

as, w
orauf T

rieb 

und W
ille aus sind

）
が
開
示
さ
れ
て
い
る）

15
（

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
め
が
け
ら
れ
て
い
るetw

as

」
が
ど
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
を
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
シ
ェ

ー
ラ
ー）

16
（

は
な
に
も
言
っ
て
い
な
い
。
こ
の
め
が
け
（aus-sein

）
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
言
え
ば
「
志
向
性
」
で

あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
言
え
ば
、sein bei

〜
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
め
が
け
が
向
か
う
先
と
し
て
のetw

as

と
は
、
要
す
る

にinnerw
eltlich

（
世
界
内
部
的
）
な
存
在
者
で
あ
る
。「
世
界
内
部
的
な
存
在
者
」
に
は
様
々
な
意
味
の
も
の
が
あ
り
う
る
が
、
さ
し

あ
た
り
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
番
近
く
に
あ
る
モ
ノ
、
わ
れ
わ
れ
の
身
の
回
り
の
世
界
に
属
し
て
い
る
も
の
ど
も
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
道
具
と
い
う
存
在
性
格
を
も
っ
た
存
在
者
た
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
引
用
文
の
続
き
を
読
め
ば
明
ら
か
に
な
る
。

抵
抗
に
遭
遇
し
う
る
た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
〜
を
め
が
け
て
い
る
〉
追
求
な
の
だ
が
、
こ
の
追
求
自
身
が
す
で
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に
或
る
趣
向
全
体
性
（B

ew
andtnisganzheit

）
の
も
と
に

0

0

0

0

（bei

）
存
在
し
て
い
る）

17
（

。

こ
こ
で
二
つ
の
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
、
こ
の
場
合
のbei

の
用
法
で
あ
る
。
こ
のbei

は
空
間
的
意
味
で

も
時
間
的
な
意
味
で
も
な
く
、
む
し
ろ
参
加
・
従
事
と
い
う
意
味
の
用
法
で
あ
っ
て
、「
〜
に
参
加
し
て
い
る
」、「
〜
し
て
い
る
と
こ

ろ
だ
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
た
と
え
ばIch bin beim

 T
rinken.

（
ぼ
く
は
い
ま
飲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
）
と
か
、E

r ist bei der 

A
rbeit.

（
彼
は
ち
ょ
う
ど
仕
事
〈
勤
務
〉
中
だ
）
と
い
う
ふ
う
にsein

動
詞
と
と
も
に
使
わ
れ
る
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の

志
向
性
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
り
の
定
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
在
・
過
去
・
未
来
と
い
う
と
き
の
現
在
を
表
す
絶
妙
な
表
現
で
あ
る
。

で
はB

ew
andtnisganzheit 

に
参
加
し
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
もB

ew
andtnis

（
趣
向
）
と
は
な
に
か
。
聴

き
な
れ
な
い
ド
イ
ツ
語
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
、
す
で
に
こ
の
著
書
の
最
初
の
ほ
う
を
読
ん
で
き
た
人
を
前
提
に
し
て
話
を
進

め
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
簡
単
に
言
え
ば
、
道
具
と
そ
の
用
途
の
指
示
関
係
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
の
回
り
に
は
道

具
が
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
に
は
そ
れ
な
り
の
事
情B

ew
andtnis

が
あ
る
。
こ
のB

ew
andtnis

と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
は

M
it dieser D

am
e hat es eine B

ew
andtnis.

（
こ
の
ご
婦
人
に
は
あ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
。）
と
か
、D

am
it hat es folgende 

B
ew

andtnis.

（
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。）
と
い
う
表
現
で
使
わ
れ
る
。
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
あ
る
事
情
が
あ
っ

て
の
こ
と
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
こ
の
語
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
モ
ノ
が
含
む
こ
の
事
情
は
そ
の
モ
ノ
に
特
有
な
こ
と
で
あ
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
モ
ノ
を
恣
意
的
に
使
用
し
よ
う
と
し
て
も
、
で
き
な
い
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
そ
の
モ
ノ
の
向
き

不
向
き
に
反
映
さ
れ
る
。
ハ
サ
ミ
は
も
の
を
書
く
こ
と
に
は
適
さ
な
い
。
鉛
筆
は
も
の
を
切
る
の
に
は
適
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不
適

性
が
生
じ
て
く
る
の
は
、
使
用
者
が
、
モ
ノ
が
そ
れ
自
体
で
備
え
て
い
る
事
情
に
適
さ
な
い
使
用
を
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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「
道
具
の
根
本
構
造
で
あ
る
有
用
性
（
指
示
）
は
、
或
る
存
在
者
の
適
（
不
適
）
で
は
な
く
、
こ
の
存
在
者
が
適
（
不
適
）
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の
可
能
性
の
存
在
上
の
条
件
な
の
で
あ
る
」）

18
（

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
モ
ノ
が
そ
れ
自
体
で

（an ihm
 selbst

））
19
（

存
在
上
或
る
事
情
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
モ
ノ
の
適
不
適
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
モ
ノ
が
自
身
に
秘
め
て

い
る
こ
の
自
体
的
な
根
本
動
性
こ
そ
、B

ew
andtnis

（
お
も
む
き
・
趣
向
）
で
あ
る
。
こ
の
お
も
む
き
に
よ
っ
て
、
道
具
の
向
き
不
向

き
が
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
趣
向
全
体
性
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。Bew
andtnisganzheit

と
い
う
概
念
が
出
て
く
る
箇
所
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
第
一
八
節
で
あ
る
。
道
具
に
は
そ
れ
な
り
の
趣
向
（B

ew
andtnis

）
が
あ
る
と
言
っ
た
後
の
文
章
で
あ
る
。

〔
と
こ
ろ
が
、〕
或
る
モ
ノ
が
そ
れ
の
た
め
に
役
立
つ
と
言
わ
れ
る
用
途
に
も
、
そ
れ
な
り
に
ま
た
ひ
と
つ
の
趣
向
が
あ
る
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
金
槌
と
呼
ぶ
用
具
に
は
、
そ
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
槌
打
つ
こ
と
へ
の
趣
向）

20
（

が
あ
る

が
、
こ
の
槌
打
つ
こ
と
に
は
、
ま
た
、
た
た
き
固
定
す
る
こ
と
へ
の
趣
向
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
は
ま
た
、
風
雨
か
ら
家

を
守
る
こ
と
へ
の
趣
向
が
あ
る
。
風
雨
を
防
ぐ
こ
と
は
、
結
局
は
現
存
在
の
宿
泊
の
た
め
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
現
存
在
の
存
在
の

可
能
性
の
た
め
（um

w
illen

）
と
い
う
究
極
目
的
を
も
っ
て
「
存
在
し
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
に
或
る
道
具
に
特
定
の
ど
ん
な

0

0

0

用
途

が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
つ
ど
の
趣
向
全
体
性
の
ほ
う
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
て
い
る
。
…
…
こ
の
趣
向
全

体
性
そ
の
も
の
は
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
も
は
や
い
か
な
る

0

0

0

0

趣
向
も
も
た
な
い

0

0

目
的
に
帰
着
す
る
。
…
…
〔
こ
の
〕
第
一
義
的

な
「
目
的
（W

ozu

）」
は
、
何
ら
か
の
究
極
目
的
（W

orum
-w

illen

））
21
（

な
の
で
あ
る）

22
（

。
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こ
の
引
用
文
で
も
二
つ
の
重
要
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
個
々
の
道
具
の
存
在
の
意
味
は
目
的
手
段
の
連
関
の
全
体
性
か
ら
は
じ
め
て
、
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば

打
ち
付
け
て
何
か
を
固
定
す
る
た
め
に
は
、
こ
ん
に
ゃ
く
で
は
な
く
金
槌
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
打
ち
付
け
固
定
し
、
さ
ら
に
は
宿

泊
す
る
こ
と
が
ま
ず
あ
っ
て
、
し
か
る
の
ち
に
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
で
は
な
く
金
槌
と
い
う
道
具
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
個
々
の
物
の
存
在
の
意
味
は
全
体
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
。
道
具
の
使
命
や
機
能
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
文
脈
主

義
は
お
の
ず
と
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
道
具
の
使
命
の
連
な
り
全
体
が
結
局
は
、
現
存
在
の
存
在
の
可
能
性
を
中
心
に
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
道
具
の
趣
向
全
体
は
「
も
は
や
い
か
な
る
趣
向
も
も
た
な
い
」「
究
極
目
的
」、
つ
ま
り
は
現
存
在
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
現
存
在
の
ほ
う
か
ら
い
え
ば
、
現
存
在
は
そ
の
よ
う
な
全
体
の
う
ち
に
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

全
体
は
、
存
在
者
の
存
在
の
意
味
の
つ
な
が
り
で
あ
っ
て
、
有
意
味
性
（B

edeutsam
keit

）
と
呼
ば
れ
る
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
一
般

に
現
存
在
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
了
解
し
つ
つ
、
そ
の
内
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
が
世
界
＝
内
＝
存
在
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
有
意
味
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
い
ま
の
よ
う
な
道
具
の
連
関
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
も
っ
と
広
い
意
味
体
系

全
体
を
言
う
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
現
存
在
は
有
意
味
性
の
指
示
関
係
全
体
を
分
か
っ
た
う
え
で
、
そ
の
世
界
に
溶
け
込
ん
で
存
在

し
て
い
る
。
現
存
在
は
自
分
の
周
り
に
有
意
味
な
全
体
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
分
か
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
ア
プ
リ
オ

リ
に
前
提
し
て
生
き
て
い
る
。
現
存
在
が
世
界
＝
内
＝
存
在
だ
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
さ
し
あ
た
り
は
、
個
々
の
道
具
を
実
際
に
使
用
す
る
現
存
在
に
は
見
え
て
い
な
い
。
現
存
在

は
ふ
つ
う
個
々
の
道
具
を
観
察
す
ら
し
て
い
な
い
で
、
た
だ
そ
れ
ら
に
手
を
伸
ば
し
て
い
る
だ
け
だ
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
日
常
生
活
を
送



─ 205 ─

ハイデガーとリアリティー問題（その二）

っ
て
い
る
間
は
そ
れ
で
特
段
困
ら
な
い
。
有
意
味
性
の
指
示
全
体
は
目
立
た
な
い
か
た
ち
で
背
後
に
控
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
す

る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
だ
い
た
い
は
非
主
題
的
な
地
平
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
地
平
が
顕
在
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
家
を
補
修
し
よ
う
と
し
て
道
具
箱
を
開
い
た
ら
、
金
槌
が
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
と
か
。
金
槌
は
あ
っ
た
が
釘
が
な
か
っ
た
と
か
。
趣
向
全
体
性
に
属
し
て
い
る
は
ず
の
道
具
た
ち
に
な
ん
ら
か
の
不
具
合
や
欠
損
が

あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
そ
の
道
具
が
な
ん
の
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
の
か
が
目
立
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
道
具
た
ち
は
な

ん
の
た
め
に
そ
こ
に
現
前
し
て
い
た
の
か
が
、
使
用
者
に
意
識
さ
れ
て
く
る
。
い
ま
ま
で
非
主
題
的
だ
っ
た
地
平
が
顕
在
化
し
て
く
る

の
で
あ
る）

23
（

。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
装
置
の
な
か
へA

n sich

と
い
う
概
念
を
組
み
込
ん
で
い
く
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
のA

n sich

概
念
は

独
特
で
あ
る
。
道
具
が
壊
れ
た
り
、
紛
失
し
た
り
、
使
う
の
に
や
た
ら
に
手
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
と
き
、
二
つ
の
こ
と
が
起
こ
る
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

一
つ
は
、
た
っ
た
い
ま
述
べ
た
こ
と
で
、
わ
た
し
が
そ
の
な
か
を
生
き
て
い
た
有
意
味
性
の
潜
在
的
な
全
体
が
顕
在
的
に
見
え
て
く

る
と
い
う
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
い
ま
ま
で
何
気
な
く
便
利
に
使
っ
て
い
た
道
具
が
、
そ
の
道
具
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
具

で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
、
そ
の
グ
ッ
ズ
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
な
ん
の
意
味
も
な
く
な
る
の
か
。
そ
う
で
は

な
い
。
そ
の
道
具
、
あ
る
い
は
か
つ
て
道
具
で
あ
っ
た
も
の
は
、
も
の
、
す
な
わ
ち
物
体
の
塊
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
車
は
あ
る
が
ガ

ソ
リ
ン
が
な
い
。
そ
の
と
き
に
は
、
車
は
粗
大
ゴ
ミ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ペ
ン
は
何
か
を
書
く
た
め
の
道
具
だ
が
、
ペ
ン
先
が
壊
れ
て

い
た
り
イ
ン
ク
が
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
ペ
ン
は
ペ
ン
の
意
味
を
成
さ
な
い
。
こ
の
と
き
ペ
ン
は
た
だ
の
な
ん
セ
ン
チ
か
の
や
や
先
の
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と
が
っ
た
棒
に
な
る）

24
（

。
そ
し
て
そ
ん
な
と
き
に
は
、
そ
の
も
の
の
道
具
性
が
消
え
、
客
体
性
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る）

25
（

。

た
だ
し
、
た
と
え
ば
ガ
ソ
リ
ン
や
イ
ン
ク
を
補
充
し
た
り
直
し
た
り
す
れ
ば
、
車
は
車
に
戻
り
ペ
ン
は
ペ
ン
に
戻
る
。
道
具
の
趣
向

性
全
体
が
ふ
た
た
び
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
し
始
め
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
厳
密
に
言
え
ば
、
機
能
し
な
い
道
具
た
ち
は
ま
だ
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
意
味
で
道
具
の
趣
向
全
体
性
の
な
か
に
属
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い）

26
（

。
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
い
て
い
る
身
の
回
り
の
世
界
は
、

そ
う
単
純
に
は
純
然
た
る
客
体
物
に
変
容
し
た
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
車
を
た
だ
の
粗
大
ゴ
ミ
や
、
ま
し
て
延
長
物

に
意
味
的
に
変
貌
さ
せ
る
た
め
に
は
、
本
当
は
か
な
り
特
殊
な
見
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る）

27
（

。
認
識
論
的
な
主
客
図
式

は
こ
の
相
当
無
理
な
見
方
を
基
準
に
し
て
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
を
考
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
論
的
な
図
式
で
は
、res

は
道
具
で
は
な
く
、
物
体
も
し
く
は
そ
の
形
相
（A

ussehen

）
に
変
貌
す
る
と
と
も
に
、

sein bei

〜
も
認
識
作
用
に
変
化
し
、
世
界
＝
内
＝
存
在
し
つ
つ
道
具
を
使
用
す
る
者
が
、
主
観
も
し
く
は
意
欲
の
主
体
に
変
わ
っ
て

し
ま
う
。「
客
体
物
を
観
察
し
つ
つ
規
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
認
識
作
用
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
よ
り
も
ま
え
に
、
世
界

と
の
配
慮
的
な
か
か
わ
り
の
欠
如
的
変
様

0

0

0

0

0

（D
efizienz

）
が
起
こ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
制
作
や
操
作
な
ど
を
や

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
配
慮
は
、
内
存
在
の
い
ま
や
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
様
態
、
す
な
わ
ち
「
〜
の
も
と

に
た
だ
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
様
態
に
移
行
す
る
。
世
界
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
存
在
様
態
は
、
世
界
内
部
的
に
出
会
っ
て
く

る
存
在
者
を
も
は
や
た
だ
そ
れ
の
純
然
た
る
形
相A

ussehen

（εἶδος
）
に
お
い
て
の
み
出
会
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
様
態
に
基
づ

い
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
存
在
様
態
の
一
様
相
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
出
会
っ
て
く
る
存
在
者
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
注
視
（H

insehen

）

と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
」）

28
（

。
こ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
注
視
か
ら
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
理
論
（
テ
オ
リ
ア
）
な
る
も
の

│
あ
る
観
点
か

ら
専
門
的
に
注
視
す
る
こ
と

│
が
派
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、Sein bei
〜
（
従
事
的
な
あ
り
方
）
の
欠
如
（D

efizienz

）
に
よ
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っ
て
、
主
観
と
客
観
、
観
る
も
の
と
観
ら
れ
る
も
の
（
形
相εἶδος

）
と
い
う
認
識
論
的
図
式
が
で
き
上
が
る
。
そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
よ
れ
ば
、
現
存
在
が
当
事
者
か
ら
い
わ
ば
傍
観
者
へ
退
行
し
た
結
果
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

認
識
論
批
判
に
深
入
り
し
す
ぎ
た
。
話
をA

n sich

概
念
に
戻
そ
う
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
道
具
が
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
し
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
道
具
を
そ
れ
と
し
て
意
識
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
と

き
、
道
具
はA

n sich

な
存
在
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
言
う
。
道
具
が
ス
ム
ー
ズ
に
働
い
て
い
て
、
こ
と
さ
ら
目
立
た
な
い
場
合
の
、

こ
の
「
目
立
た
な
い
」
の
「
な
い
」（un

）
は
け
っ
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
具
の
存
在
に
と
っ
て
積
極
的
肯

定
的
な
現
象
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

〔「
目
立
た
な
い

0

0

」
と
い
う
と
き
の
〕
こ
の
「un

（
な
い
）」
は
、
道
具
的
な
も
の
が
も
つA

n-sich-halten

（
お
の
れ
の
も
と
に
と
ど

ま
る
こ
と
）
と
い
う
性
格
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
がA

n-sich-sein

（
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
）
と
言
う
と
き

念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
、
妙
な
こ
と
に
、「
さ
し
あ
た
っ
て
は
」
客
体
物
に
、
す
な
わ

ち
主
題
的
に
確
認
さ
れ
る
も
の
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る）

29
（

。

こ
の
奇
妙
な
態
度
は
「
さ
し
あ
た
っ
て
」
の
態
度
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
認
識
論
的
問
題
設
定

が
さ
し
あ
た
っ
て

0

0

0

0

0

0

（
つ
ま
り
は
存
在
論
的
な
解
明
を
す
る
こ
と
な
し
に
）
そ
う
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
、
こ

の
よ
う
な
奇
妙
な
問
題
設
定
が
延
々
と
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
で
は
、
世
界
内
部
的
な
存
在
者
の
実
在
性
は
と
ら
え
ら
れ

な
い
と
い
う
。
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「
主
と
し
て
客
体
的
な
物
の
み
に
向
か
う
態
度
で
は
、〈
自
体
〉（A

n sich

）
と
い
う
こ
と
を
存
在
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
、
ま
っ

た
く
不
可
能
で
あ
る
」（H

eidegger, Sein und Zeit, S.75

）
と
さ
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
道
具
が
指
示
連
関
の
な
か
で
、
つ
ま

り
は
世
界
の
内
部
で
他
の
道
具
と
う
ま
く
連
絡
し
あ
い
つ
つ
、
人
間
の
行
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
助
け
て
い
る
、
ま
た
は
そ
の
準
備
が
で
き

て
手
元
に
あ
る
、
そ
う
い
う
状
態
こ
そ
が
、
道
具
のA

n sich

で
あ
る
。
本
来
の
「
も
の
」（res

）
の
自
体
存
在
と
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。

意
欲
や
衝
動
の
働
き
を
阻
止
し
そ
れ
に
抵
抗
す
る
も
の
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
はA

n sich

な
実
在
物
（res

）
と
考
え
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ

に
よ
れ
ば
、R

ealität

は
抵
抗
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
抵
抗
が
可
能
な
た
め
に
は
、
す

で
に
世
界
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
具
の
指
示
連
関
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、

道
具
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
い
う
事
態
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
道
具
の
指
示
連
関
が
ス
ム
ー
ズ
に
働
き
、
そ

の
意
味
でres

（
道
具
）
がres

と
な
っ
て
い
る
と
き
に
、res

のA
n sich

は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
根
源
的
にA

n sich

と
言
え
る
の

は
抵
抗
性
の
ほ
う
で
は
な
く
道
具
性
だ
と
い
う
の
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
い
た
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
源
的
なA

n sich

か
ら
、
道

具
の
指
示
連
関
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
抵
抗
性
が
派
生
す
る
。
こ
れ
は
大
変
面
白
い
考
え
方
で
は
な
い
か
と
思
う
。

抵
抗
性
は
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
っ
て
生
じ
る
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
に
は
そ
れ
な
り
の
向
き
不
向
き
（
お
も
む

き
）
が
あ
る
。
ペ
ン
は
書
く
道
具
だ
が
、
食
器
や
寝
具
に
は
向
か
な
い
。
無
理
や
り
フ
ォ
ー
ク
と
し
て
使
お
う
と
し
た
り
、
ま
し
て
掛

布
団
と
し
て
使
お
う
と
し
て
も
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
。
ペ
ン
に
は
書
斎
が
似
合
う
が
、
キ
ッ
チ
ン
や
、
ま
し
て
寝
室
は
似
合
わ
な
い
。
そ

れ
ぞ
れ
の
道
具
は
そ
れ
に
固
有
な
向
き
不
向
き
を
そ
れ
自
体
で
（
つ
ま
りA

n sich

に
）
も
っ
て
い
る
し
、
固
有
の
空
間
性）

30
（

を
そ
れ
自
体

で
も
っ
て
い
る
。
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
そ
れ
ぞ
れ
の
ピ
ー
ス
は
そ
れ
に
固
有
の
場
所
に
し
か
は
め
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
無
理
に
別
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の
場
所
に
は
め
込
も
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
ピ
ー
ス
は
抵
抗
す
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
個
々
の
道
具
に
も
あ
て
は
ま
る
だ

ろ
う
。
全
体
の
絵
柄
が
あ
っ
て
、
し
か
る
の
ち
に
個
々
の
ピ
ー
ス
の
適
所
も
決
ま
っ
て
く
る
と
い
う
事
情
も
、
道
具
の
場
合
と
似
て
い

よ
う
。
道
具
が
自
体
的
に
も
っ
て
い
る
向
き
不
向
き
に
逆
ら
え
ば
、
そ
こ
に
当
然
抵
抗
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
抵
抗

性
は
派
生
的
な
存
在
性
格
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
の
抵
抗
性
か
ら
、
さ
ら
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
言
う
よ
う
に
、
現
前
す
る
知
覚
の
対
象
性
と
い
う
も
の
が
派
生
し
て
く
る
の
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
客
体
的
に
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
物
体
は
、
道
具
性
か
ら
見
て
、
も
う
一
段
派
生
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に

な
り
そ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
るR

ealität

は
、
第
一
に
道
具
性Zuhandenheit

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
第
二
に
は
じ
め
て
、

客
体
性Vorhandenheit

（
た
だ
目
の
前
に
あ
る
こ
と
）
が
派
生
し
て
く
る
。
世
界
内
部
的
な
存
在
者
は
ほ
か
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
つ
のres

の
基
づ
け
の
関
係
が
、
以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た）

31
（

。

第
六
章　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
カ
ン
ト

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
分
の
実
存
論
的
分
析
論
と
、
従
来
の
実
在
論
お
よ
び
観
念
論
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
共
通
点
と
差
異
点
を
挙
げ
た

う
え
で
、
そ
の
理
由
を
明
言
し
て
い
る
。
実
在
論
と
実
存
論
的
分
析
論
の
共
通
点
に
つ
い
て
は
、「
実
存
論
的
言
明
に
お
い
て
は
、
世

界
内
部
的
な
存
在
者
の
客
体
的
存
在
は
否
定
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
言
明
は
結
果
に
お
い
て
は
…
…
実
在
論
の
テ
ー
ゼ
と
一
致
す

る
」）

32
（

と
、
い
た
っ
て
そ
っ
け
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
て
観
念
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
言
及
の
分
量
が
は
る
か
に
多
い
。
ど
ち
ら
か
と



─ 210 ─

言
え
ば
観
念
論
の
ほ
う
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

実
在
論
に
比
べ
て
観
念
論

0

0

0

は
、
…
…
（
観
念
論
が
自
分
自
身
を
〈
心
理
学
的
〉
観
念
論
だ
と
誤
解
し
な
い
場
合
に
は
）
あ
る
原
理
的
な
優

位
を
も
つ
。
観
念
論
が
、
存
在
と
レ
ア
リ
テ
ー
ト
は
た
だ
〈
意
識
の
う
ち
で
〉
の
み
存
在
す
る
と
力
説
す
る
場
合
、
こ
こ
に
は
存

在
は
存
在
者
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
理
解
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
存
在
了
解
が
生
起
し
て
い0

る
こ
と

0

0

0

、
こ
の
存
在
了
解
そ
れ
自
身
が
存
在
論
的
に
な
に
を

0

0

0

意
味
し
、
い
か
に
し
て
可
能
か
、
さ
ら
に
は
存
在
了
解
が
現
存
在
の

存
在
構
造
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
観
念
論
は
レ
ア
リ
テ
ー
ト
の
解
釈
を
空
中
楼
閣
化

し
て
い
る
。
存
在
は
存
在
者
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
し
、
レ
ア
リ
テ
ー
ト
は
た
だ
存
在
了
解
の
な
か
で
の
み
可
能
だ
と
し
て

も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
意
識
す
な
わ
ちres cogitans

そ
れ
自
身
の
存
在
を
問
う
こ
と
を
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
観
念
論
的
テ
ー
ゼ
を
帰
結
ま
で
た
ど
っ
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
、
意
識
そ
の
も
の
の
存
在
論
的
分
析
が
避
く
べ
か
ら
ざ

る
先
行
課
題
と
し
て
下
書
き
さ
れ
て
含
ま
れ
て
い
る
。〔
存
在
者
で
は
な
く
〕
存
在
は
、「
意
識
の
う
ち
に
」
存
在
す
る
、
つ
ま
り

は
現
存
在
の
う
ち
で
了
解
可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
現
存
在
はU

nabhängigkeit

（
独
立
性
・
非
依
存
性
）、「A

n sich

（
自
体
）」、

一
般
的
に
言
え
ば
レ
ア
リ
テ
ー
ト
の
よ
う
な
存
在
諸
性
格
を
了
解
し
概
念
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る）

33
（

。

観
念
論
は
、
存
在
者
と
存
在
の
区
別
、
い
わ
ゆ
る
「
存
在
論
的
差
異
」
を
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の

観
念
論
解
釈
と
評
価
は
、
ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
も
は
や
観
念
と
実
在
の
区
別
（
と
関
係
）
が
問
題
で
は
な
く
、

存
在
と
存
在
者
の
区
別
（
と
関
係
）
が
問
題
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
区
別
、
そ
も
そ
も
哲
学
が
哲
学
で
あ
る
た
め
に
、
不
可
欠
な
区



─ 211 ─

ハイデガーとリアリティー問題（その二）

別
で
あ
る
ら
し
い
。

観
念
論
と
い
う
呼
称
が
、
存
在
は
存
在
者
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
ず
、
む
し
ろ
ど
の
存
在
者
に
と
っ
て
も
そ
の
つ
ど
つ
ね
に
「
超

越
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
解
を
意
味
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
観
念
論
の
う
ち
に
哲
学
的
な
問
題
設
定
の
唯
一
真
正

な
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
カ
ン
ト
に
劣
ら
ず
観
念
論
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る）

34
（

。

存
在
は
存
在
者
を
超
越
す
る
。
と
す
れ
ば
、
哲
学
は
超
越
論
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
と
の
共
通
点
が

あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
物
理
学
的
な
現
象
の
可
能
性
の
超
越
論
的
条
件
の
み
な
ら
ず
、
心
理
学
的
な
現
象
の
可
能
性
の
超
越
論
的
条
件
を
も
探

究
し
た
。
外
的
空
間
的
に
経
験
さ
れ
る
現
象
も
、内
的
に
時
間
的
に
経
験
さ
れ
る
現
象
も
、い
ず
れ
も
広
い
意
味
で
現
象
（E

rscheinung

）

で
あ
っ
た
。
そ
の
現
象
の
学
的
探
究
の
可
能
性
の
条
件
を
カ
ン
ト
は
追
究
し
た
の
だ
っ
た
。
心
理
学
も
物
理
学
も
現
象
、
つ
ま
り
は
ハ

イ
デ
ガ
ー
的
に
言
え
ば
存
在
者
（das Seiende

）
に
か
か
わ
る
学
問
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
問
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
、

こ
の
問
い
を
カ
ン
ト
は
立
て
た
の
だ
が
、
つ
ま
り
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
言
え
ば
、
カ
ン
ト
も
存
在
者
を
可
能
に
し
て
い
る
存
在
（das 

Sein

）
の
超
越
論
的
な
意
味
を
、
彼
な
り
の
仕
方
で
つ
ま
り
観
念
論
的
に
追
究
し
た
と
言
え
る
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
を
そ
の
よ
う
に

解
釈
す
る
た
め
に
、『
存
在
と
時
間
』
の
二
年
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』（
一
九
二
九
年
）
を
書
い
た
わ
け

で
あ
る
。
カ
ン
ト
と
と
も
に
言
及
さ
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
は
、
で
は
、
ど
う
な
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め

て
考
察
し
て
み
た
い
。
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注
引
用
文
中
の
〔　

〕
は
筆
者
の
補
い
で
あ
る
。

（
1
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, M
ax N

iem
eyer, S. 209.

（
以
下
、Sein und Zeit

か
ら
の
引
用
は
す
べ
てM

ax N
iem

eyer

社
刊
行
の
こ
の

初
版
で
行
な
う
。
以
後
の
ど
の
ド
イ
ツ
語
版
、
ど
の
国
の
ど
の
訳
に
も
こ
の
版
の
頁
数
が
、
参
考
の
た
め
に
欄
外
に
表
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
）。

（
2
） 　

開
離
（E

nt-fernung

）
と
布
置
（A

usrichtung

）
と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
筆
者
は
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
。
拙
稿
「
私
の
い
る
空

間
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
│
」（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
哲
学
第
四
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
） 　

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
参
照
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
論
文
は
、D

ilthey, B
eiträge zur Lösung der Frage vom

 U
rsprung unseres G

laubens an die 

R
ealität der A

ußenw
elt und seinem

 R
echt

（
外
界
の
実
在
性
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
信
念
の
起
源
と
そ
の
権
利
へ
の
問
い
を
解
決
す
る

た
め
の
寄
与
）, G

es.Schr.V, 1, 1890.

で
あ
る
。
こ
こ
に
「
信
念
（G

lauben

）」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
外

界
の
実
在
性
の
厳
密
な
証
明
は
で
き
な
い
と
認
め
な
が
ら
も
、
実
在
性
の
信
念

0

0

だ
け
は
確
か
に
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の

信
念
の
正
当
性
な
ら
証
明
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
信
念
」
で
「
甘
ん
じ
る
」（bescheiden

）、

あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
「
後
退
」（R

ückgang

）
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
後
退
」
の
根
底
に
は
、
で
き
た
ら
証
明
し
た
い
、
理

想
的
に
は
証
明
で
き
る
と
い
う
前
提
が
含
ま
れ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
抵
抗
」
と
い
う
概
念
を
評
価
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
こ
の
「
信

念
」
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
批
判
的
で
あ
る
（H

eidegger, G
A

, B
d. 20, S. 295

）。

（
4
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 209.

（
5
） 　D

ilthey, B
eiträge zur Lösung der Frage vom

 U
rsprung unseres G

laubens an die R
ealität der A

ußenw
elt und seinem

 R
echt, G

es.

Schr.V, 1 (1890), S. 95

（
以
下
、D

ilthey, B
eiträge

と
略
記
）.

こ
の
指
摘
は
た
と
え
ば
カ
ン
ト
に
も
当
て
は
ま
る
。
カ
ン
ト
も
、『
純
粋
理

性
批
判
』
の
な
か
で
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
お
よ
そ
認
識
が
そ
の
対
象
に
関
係
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
考

え
る
と
き
、
そ
の
思
考
に
は
あ
る
種
の
必
然
性
が
伴
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
認
め
る
。
と
い
う
の
も
対
象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
で
た
ら
め

に
、
あ
る
い
は
気
ま
ま
に
（aufs G

eratew
ohl oder beliebig

）
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
逆
ら
う
（daw

ider

）
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
」（K

ant, K
ritik der reinen Vernunft, A

 104

）。

（
6
） 　D

ilthey, B
eiträge, S. 96.



─ 213 ─

ハイデガーとリアリティー問題（その二）

（
7
） 　D

ilthey, B
eiträge, S. 97f.

（
8
） 　D

ilthey, B
eiträge, S. 98.

（
9
） 　Ibid.

（
10
） 　D

ilthey, B
eiträge, S. 134.

（
11
） 　

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「
知
そ
れ
自
身
が
存
在

0

0

関
係
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
或
る
存
在
者
が
〈
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
で
あ
る
こ
と
（So-sein

）〉

は
、
心
の
内
（in m

ente

）
と
心
の
外
に
（extra m

entem

）
同
時
に
存
在
し
う
る
が
、
現
実
存
在
（D

asein

）
は
つ
ね
に
心
の
外
に
（extra 

m
entem

）
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
現
実
存
在
を
現
実
存
在
す
る
も
の
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
（H

aben

）
は
、
知
性
的
な
機
能
（
そ
れ

が
直
観
で
あ
れ
思
惟
で
あ
れ
）
に
基
づ
く
の
で
は
な
く

0

0

0

0

、
努
力
の
作
用
に
お
い
て
の
み
…
…
根
源
的
に
体
験
さ
れ
る
（
存
在
者
の
）
抵
抗

0

0

に
も

っ
ぱ
ら
基
づ
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（M

ax Scheler, Späte Schriften (G
esam

m
elte W

erke, B
d9.) Fracke Verlag, B

ern, 1976, S. 

112 A
nm

.1

）。
な
お
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
『
認
識
と
労
働
』
の
第
六
章
「
知
覚
の
形
而
上
学
と
実
在
性
の
問
題
」（M

ax Scheler, G
esam

m
elte 

W
erke, B

d8., Fracke Verlag, 1980, S. 359ff.

）
で
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
問
題
を
取
り
上
げ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
言
及
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
詳

論
し
て
い
る
。

（
12
） 　M

ax Scheler, Späte Schriften (G
esam

m
elte W

erke, B
d9.) Fracke Verlag, B

ern, 1976, S. 112 A
nm

.2.

な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
引

用
（H

eidegger, Sein und Zeit, S. 210
）
で
は
、「
現
実
存
在
（D

asein

）」
が
「
存
在
（Sein

）」
に
、「
関
係
性
に
た
い
し
て
」
が
「
関
係

性
に
お
い
て
」
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
前
注
（
11
）
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、So-sein

とD
asein

の
区
別
を
踏
ま
え
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
場

合
こ
こ
はD

asein

と
い
う
の
が
精
確
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合D

asein

は
人
間
の
存
在
を
意
味
す
る
の
で
、Sein

に
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 　

抵
抗
の
現
象
か
ら
実
在
性
を
説
明
す
る
解
釈
は
、
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
は
「
何
ら
か
の
手
ご
た
え

（προσβολή

）
と
手
触
り
（ἐπαφή

）
を
与
え
る
も
の
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
け
が
あ
る

0

0

」（Plato, Sophistes 246a

）
と
主
張
す
る
人
々

が
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
はH

eidegger, G
A

., B
d. 20, S. 302.

を
参
照
せ
よ
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
抵
抗
が
物
体
の

本
性
を
表
さ
な
い
と
す
る
哲
学
者
も
い
る
。
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
固
さ
が
物
体
の
存
在
（
実
体
性
）
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
こ
と

を
論
証
す
る
た
め
に
抵
抗
の
概
念
を
使
用
す
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
、
固
さ
は
抵
抗
で
あ
っ
て
「
感
覚
が
固
さ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
に
教
え

る
と
こ
ろ
は
、
固
い
物
体
の
諸
部
分
に
わ
れ
わ
れ
の
手
が
あ
た
る
と
、
そ
の
物
体
の
諸
部
分
が
わ
れ
わ
れ
の
手
の
運
動
に
抵
抗
す
る

（resistere

）
と
い
う
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
も
し
も
手
が
或
る
方
向
に
向
か
っ
て
動
く
た
び
ご
と
に
、
そ
の
場
に
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あ
る
す
べ
て
の
物
体
が
手
の
接
近
す
る
速
さ
と
同
じ
速
さ
で
後
退
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
固
さ
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
い
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
か
よ
う
に
後
退
す
る
物
体
が
そ
の
た
め
に
物
体
の
本
性
を
失
う
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
物
体
の
本
性
は
固
さ
に
は
存
し
な
い
」（『
哲
学
の
原
理
』
第
二
部
の
四
、Œ

uvres de D
escartes, publiées par C

harles A
dam

 et Paul 

T
annery, Paris 1973, V

III-1, p. 42 

）。
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
に
よ
っ
て
固
さ
を
物
体
の
本
性
か
ら
排
除
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
（『
存
在

と
時
間
』
第
一
九
節
や
第
二
一
節
）
で
デ
カ
ル
ト
の
固
さ
排
除
の
主
知
主
義
的
で
幾
何
学
的
な
物
体
観
を
や
や
詳
し
く
論
じ
た
の
は
、
第
四
三

節
の
抵
抗
に
関
す
る
議
論
の
伏
線
（
む
ろ
ん
対
比
の
た
め
の
議
論
）
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
第
二
一
節
で
は
、

デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
抵
抗
と
は
物
が
そ
の
場
か
ら
後
退
し
な
い
こ
と
、
つ

ま
り
は
い
か
な
る
場
所
変
化
も
こ
う
む
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
物
が
抵
抗
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
場
所
変
化
す
る
他
の
物
と
相
対
的
に
み
る

と
特
定
の
場
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
な
い
し
は
、
こ
の
他
の
物
に
〈
追
い
つ
か
れ
〉
う
る
よ
う
な
速
度
で
場
所
を
変
え
る
こ
と
を
意
味

す
る
。〔
し
か
し
〕
固
さ
の
経
験
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
感
性
的
な
知
覚
の
あ
り
方
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
よ
う
な
知
覚
に
お
い
て
出

会
っ
て
く
る
存
在
者
の
（
存
在
の
）
把
握
の
可
能
性
は
抹
消
さ
れ
て
い
る
」（H

eidegger, Sein und Zeit, S. 97

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
し

た
批
判
を
進
め
て
さ
ら
に
こ
う
言
う
。
固
さ
や
抵
抗
は
「
客
体
的
に
目
の
前
に
あ
る
二
つ
のres extensa

（
延
長
す
る
諸
物
）
同
士
の
客
体

的
な
相
互
併
在
」（ibid.

）
と
い
う
こ
と
で
は
「
現
象
に
即
し
た
意
味
で
」（ibid.

）
捉
え
ら
れ
な
い
。「
固
さ
と
抵
抗
は
、
現
存
在
あ
る
い
は

少
な
く
と
も
生
命
体
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
し
た
存
在
者
が
い
な
け
れ
ば
、〔
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
で
言
え
ば
「
わ
れ
わ
れ
の
手
の
運
動
（m

otus 

m
anuum

 nostrarum

）」
が
な
け
れ
ば
〕
そ
も
そ
も
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（ibid.

）
と
。「
現
存
在
」
や
「
生
命
体
」
へ
の
言
及
は
、
第

四
三
節
の
抵
抗
に
関
す
る
議
論
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
は
ま
だ
、
そ
の
含
み
は
読
者
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が
。

（
14
） 　
「
実
在
性
の
〔
抵
抗
現
象
か
ら
す
る
〕
こ
の
解
釈
は
、
わ
た
し
が
主
張
す
る
解
釈
に
も
っ
と
も
近
い
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
述
べ
て
い
る

（H
eidegger, G

A
, B

d. 20, S. 293

）。

（
15
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 210.

（
16
） 　

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
抵
抗
概
念
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
前
述
の
一
九
二
五
年
夏
学
期
講
義
『
時
間
概
念
の
歴
史
へ
の
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』

で
、『
存
在
と
時
間
』
よ
り
も
や
や
詳
し
く
紹
介
し
批
判
し
て
い
る
。H

eidegger, G
A

, B
d. 20, S. 303 ff.

を
参
照
せ
よ
。

（
17
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 210.

（
18
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 83.
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（
19
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 83f.

（
20
） 　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
を
論
じ
た
講
義
で
、Bew

andtnis

を
ギ
リ
シ
ア
語
の,ωφέλεια

の
訳
と
し
て
用
い
て
い
る
。

,ωφέλεια

は
、
辞
書
的
に
は
「
助
け
、
利
益
、
役
に
立
つ
こ
と
、
た
め
に
な
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。H

eidegger, G
A

, B
d. 34, S. 

235.

参
照
。

（
21
） 　

ハ
イ
デ
ガ
ー
はW

orum
w

illen

と
い
う
奇
妙
な
ド
イ
ツ
語
を
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
、
ど
う
や
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のτὸ οὗ ἕνεκα

が

も
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
属
格
支
配
の
後
置
詞ἕνεκα

（
ま
さ
にum

~w
illen

）
を
含
む
こ
の
句
は
「
な
に
か
が
、
そ
れ
の
た
め
に
あ
る

そ
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
第
一
巻
第
三
章983a33

な
ど
に
出
て
く
る
言
葉
だ
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
こ
の
言
葉
か
ら
発
想
し
て
作
っ
た
造
語
ら
し
い
。
な
お
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
じ
っ
さ
い
にοὗ ἕνεκα

をW
orum

w
illen

と
言
い
換
え
て
い

る
箇
所
に
つ
い
て
は
、H

eidegger, G
A

, B
d. 19, S. 50.

を
参
照
せ
よ
。
ま
た
そ
の
ま
ま
の
言
い
換
え
で
は
な
い
が
、
文
脈
か
ら
し
て
言
い
換

え
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、「
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
」（
一
九
二
九
年
）（H

eidegger, Vom
 W

esen des G
rundes ( W

egm
arken, V

ittorio 

K
losterm

ann, F
rankfurt am

 M
ein 1967, S. 57

）
に
も
み
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
希
独
大
辞
典Langenscheidts G

roßw
örterbuch 

G
riechisch-D

eutsch (M
enge-G

üthling, 1987)

のἕνεκα

の
項
目
部
分
（
二
三
八
頁
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
22
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 84.

（
23
） 　

こ
れ
は
、
欠
損
や
例
外
と
い
う
も
の
が
か
え
っ
て
ノ
ー
マ
ル
な
状
態
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
レ
ー
シ
ス
（στέρησις

）

の
一
例
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
のστέρησις
（
欠
如
）
概
念
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
第
五
巻
二
十
二
章

（1022b23 f.

）
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
拙
稿
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
カ
ル
ト
論
」（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
哲
学
第
五
二
号
、
二
〇
一
〇
年
）

七
〇
頁
の
注
五
二
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
24
） 　

こ
の
い
わ
ば
「
欠
如
し
た
有
意
味
性
（defiziente B

edeutsam
keit

）」（H
eidegger, G

A
, B

d. 20, S. 300

）
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
近
代

哲
学
の
言
う
「
第
一
性
質
」
や
「
第
二
性
質
」
と
い
う
存
在
意
味
を
も
つ
存
在
者
が
出
て
く
る
。

（
25
） 　

さ
し
あ
た
り
わ
た
し
た
ち
に
出
会
っ
て
い
る
も
の
を
飛
び
越
し
て
（Ü

berspringen

）、
道
具
つ
ま
りzuhanden

な
も
の
を
客
体
物
、
つ
ま

りvorhanden

な
も
の
と
し
て
見
る
視
座
の
こ
の
変
容
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
も
の
の
「
脱
世
界
化
（E

ntw
eltlichung

）」（H
eidegger, 

Sein und Zeit, S. 65, 75, 112

）
と
い
う
。
な
お
、
脱
世
界
化
を
引
き
起
こ
す
こ
の
「
飛
び
越
し
」
は
「
簡
単
に
取
り
戻
せ
る
う
っ
か
り
し
た

過
失
で
は
な
く
、
現
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
あ
り
方
〔
＝
頽
落
〕
に
根
ざ
し
て
い
る
」（H

eidegger, Sein und Zeit, S. 100

）
ら
し
い
。
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だ
か
ら
こ
の
飛
び
越
し
と
脱
世
界
化
を
哲
学
的
に
明
確
化
す
る
た
め
に
は
、
大
が
か
り
な
考
察
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
な
四
つ
の
疑
問
の
段
階
的
な
解
決
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
描
い
て
い
る
。「
一　

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
決
定
的
な

存
在
論
的
な
伝
統
の
始
ま
り
に
お
い
て

│
は
っ
き
り
言
え
ば
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
お
い
て

│
な
ぜ
世
界
と
い
う
現
象
が
飛
び
越
さ
れ
た
の

か
。
こ
の
飛
び
越
し
の
絶
え
ざ
る
繰
り
返
し
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
二　

飛
び
越
さ
れ
た
現
象
の
代
わ
り
に
世
界
内
部
的
な
存
在
者
が
な
ぜ

存
在
論
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
代
役
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
三　

こ
の
存
在
者
が
な
ぜ
、
さ
し
あ
た
り
〈
自
然
〉
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る

の
か
。
四　

こ
の
よ
う
な
世
界
存
在
論
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
補
完
が
価
値
と
言
う
現
象
の
力
を
借
り
て
行
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
」（ibid.

）。

こ
う
し
た
問
題
設
定
を
見
る
に
つ
け
、『
存
在
と
時
間
』
全
体
が
、
こ
の
「
飛
び
越
し
」
の
批
判
的
探
究
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
く

も
な
い
だ
ろ
う
。

（
26
） 　

こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
道
具
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
語
の
ダ
ジ
ャ
レ
を
つ
か
っ
て
、「
道ツ

ォ
イ
ク具

は
、
捨
て
て
し
ま
い
た
い
も
の

と
い
う
意
味
の
〈
がツ

ォ

イ

ク

ら
く
た
〉
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（H

eidegger, Sein und Zeit, S. 74

）。

（
27
） 　

こ
の
点
に
関
し
て
は
と
く
に
『
存
在
と
時
間
』
第
69
節
「（
ｂ
）
配
視
的
配
慮
が
世
界
内
部
的
客
体
物
の
理
論
的
露
呈
に
変
貌
す
る
こ
と
の

時
間
的
意
味
」
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
さ
さ
か
言
語
分
析
的
手
法
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
道
具
を
使
用
し
て
い
る

際
に
わ
れ
わ
れ
は
、〈
こ
の
金
槌
は
重
過
ぎ
る
、
な
い
し
軽
す
ぎ
る
〉
と
言
う
こ
と
が
あ
る
。
…
〈
こ
の
金
槌
は
重
い
〉
と
い
う
命
題
も
、
軽

く
な
い
、
つ
ま
り
〈
こ
れ
は
手
軽
で
は
な
い
〉、〈
そ
れ
を
持
ち
扱
う
に
は
力
が
要
る
〉
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
命
題

は
ま
た
、
…
〈
目
の
前
に
あ
る
存
在
者
は
或
る
重
量
を
持
つ
、
つ
ま
り
重
さ
と
い
う
属
性
を
そ
な
え
て
い
て
、
そ
れ
は
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る

も
の
に
圧
力
を
か
け
て
い
て
、
下
敷
を
ど
け
る
と
落
下
す
る
〉
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
含
み
で
理
解
さ
れ
る
話
は
、
も

は
や
、
或
る
道
具
立
て
全
体
と
そ
れ
の
趣
向
連
関
を
予
期
的
に
把
持
し
て
い
る
こ
と
の
地
平
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。〈
こ
の
金
槌
は

重
い
〉
と
い
う
〈
物
理
学
的
〉
言
明
に
お
い
て
は
…
…
出
会
っ
て
く
る
存
在
者
の
道
具
と
い
う
性
格
が
見
落
と
さ
れ

0

0

0

0

0

て
い
る
」（H

eidegger, 

Sein und Zeit, S. 360 f.

）。
な
ぜ
そ
う
な
る
か
。
そ
の
理
由
が
「
頽
落
」
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
28
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 61.

（
29
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 75.

（
30
） 　

道
具
の
空
間
性
に
つ
い
て
は
、
注
２
で
触
れ
た
拙
稿
「
私
の
い
る
空
間
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
論
│
」（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
哲
学

第
四
九
号
、
二
〇
〇
七
年
）
で
詳
し
く
論
じ
た
。
と
く
に
道
具
の
布
置
の
自
体
性
に
つ
い
て
は
同
論
文
二
六
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。
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（
31
） 　

な
お
『
存
在
と
時
間
』
の
あ
る
個
所
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
カ
ッ
コ
つ
き
でR

ealität

と
い
う
言
葉
を
引
い
て
│
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
引
用

符
付
き
の
語
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
本
当
は
使
い
た
く
な
い
語
で
あ
り
、
一
般
の
ド
イ
ツ
語
表
現
で
は
そ
う
言
わ
れ
る
の
だ
が
と
い
っ
た
意
味
合
い

で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
と
き
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
│
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
反
対
に
、い
わ
ゆ
る
〈
実
在
性
（R

ealität

）〉

が
、
仮
に
、
現
存
在
的
な
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、〔「
世
間
の
ひ
と
」
と
い
う
〕
こ
う
し
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
現
存
在

は
、
も
っ
と
も
事レ

ア
ー
ル

象
的
な
存
在
者
（ens realissim

um

）
で
あ
る
」（H

eidegger, Sein und Zeit, S. 128

）。
引
用
文
中
の
「
反
対
に
」
に
つ

い
て
は
、
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
存
在
は
日
常
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
世
間
を
気
に
し
、
ひ
と
と
同
じ
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
て
お

の
れ
（Selbst
）
を
失
っ
て
い
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
自
分
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
縮
減
す
る
も
の

（H
erabm

inderung
）
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
反
対
に
」
日
常
的
な
現
存
在
は
そ
の
と
き
、
も
っ
と
も
リ
ア
ル
に
生
き
て
い
る
〔
同
じ
頁
（S. 

128

）
に
は
「
も
っ
と
も
実レ

ア
ー
ル

在
的
な
主
観
」
と
い
う
引
用
符
付
き
の
言
葉
も
出
て
く
る
〕。
そ
の
意
味
で
も
っ
と
も
実
在
性
を
も
つ
ま
る
で
神
様

│ens realissim
um

（「
も
っ
と
も
事
象
性
を
含
む
存
在
者
」
は
神
の
定
義
で
あ
る
）
み
た
い
な
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
も

う
哲
学
史
を
踏
ま
え
た
ち
ょ
っ
と
し
た
パ
ロ
デ
ィ
と
言
え
な
く
も
な
い
。
な
お
、ens realissim

um

に
関
す
る
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解

釈
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
存
在
は
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
は
な
い
│
カ
ン
ト
の
存
在
テ
ー
ゼ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
│
（
中
央
大
学
文
学
部
『
紀
要
』
哲

学
第
四
七
号
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
せ
よ
。

（
32
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 207.

（
33
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 207.

（
34
） 　H

eidegger, Sein und Zeit, S. 208.


