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樋

兀

口禾

一

「

藻
e

の
名
で

『在
り
』
を
意
味
す
る

①セ
ミ

に
対
置
さ
れ
る

『
持
ち
』
に
は
本
来

『
自
己
を
し

っ
か
り
と
保

つ
』

(8

ぎ
置

○
莞
ω①
罵

貯
珍
)
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

然
し
此
処
で
重
要
で
あ
る
の
は
か
か
る
字
義

の
解
釈
で
な
く
て
、
凡
そ
所
有
に
於

て
は
所
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
対
立
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
点

で
あ
る
。
現

代

フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
所
有
論
の
先
駆
的
唱
導
者

マ
ル
セ
ル

(Ω
゜
ζ
錠
6
9

は
此
の
点
を
め
ぐ

っ
て

独
創
的
な
究
明
を
加
え
た
が
、

そ
の
独
自
性
は
所
有
論
に
加
え

た
、
存
在
論
の
生
産
的
具
体
化

の
予
備
学
と
し
て
の
哲
学
的
意
味
付
け
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
結
局
に
於
て
所
有
に
加
え
た
販
下
的
裁
定

の
事
実

に
も
拘
ら
ず
、
尚
原
理

的
に
維
持
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は

マ
ル
セ
ル
に
よ
る
と
、
従
来

の
存
在
論
は
余
り
に
も
所
有

の
問
題
に
背
を
向
け
過
ぎ
た
嫌
が
あ
り
、
そ
の
為
に
そ
の
存
在
論
を
具
体
化

す
る
点

で
間
然
す
る
処
が
少
な
く
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
は
か
か
る
間
然
化

の
由

っ
て
来
る
処
を
所
有

の
問
題
の
存
在
の
問
題
え
の
没
所
有
論
的
吸
収
に
求

め
た
。

か
か
る
源
泉
追
及
に
は
二
重
の
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

一
は
対
象
的
混
同
で
あ
り
、

他
は
方
法
的
混
迷
で
あ
る
。

当
面
す
る
表
述
に

即
し
て
執
り
上
げ
る

と
、
前
者
は

『
吸
収
』
を
め
ぐ
り
、
後
者
は

『
没
所
有
論
的
』
を
横
切
る
。

そ
し
て
吸
収
の
論
過
は
そ
の
次
元
性
の
無
視
に
存
し
、
没
所
有
論
性

の
そ
れ
は
そ
の
解
明
性

厳
密
に
言
う
と
解
読
性

(色
か
6
げ
陣頃
「Φ
§
Φ
コ
辞)
の
不
備
に
存
す
る
。
か
か
る
両
様

の
論
過
か
ら
免
れ
る
に
は
所
有
論

の
刷
新
と
存
在
観
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。
勿
論
か
か

る
刷
新
と
確
立
と
は
相
関
相
補
す
る
。
広
く
対
象

の
問
題
と
方
法

の
問
題
と
の
問
題
学
的
な
不
可
分
性

に
即
し
て
相
関
相
補
す
る
。
が
そ
れ
だ
け
に
却

っ
て
両
者
は
此
の

点

の
考
慮
に
於
て

一
層
手
抜
か
り
な
く
判
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
か
か
る
判
別
を
通
し
て
指
向
さ
れ
た
の
が

『
我
は
我
が
持

つ
も
の
で
は
な
い
も

の
で
あ
る
』
と
い
う

状
況
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
更
に
か
か
る
状
況
認
識
は

マ
ル
セ
ル
に
於
て
、

『
持

つ
も
の
で
な
い
』
と

『
な
い
も
の
で
あ
る
』
と
い
う
両
様
の
命
題
の
判
別
の
問
題
に
連

1:



接

し
た
。

処
で

『
我
は
我
が
持

つ
も
の
で
な
い
』
と
い
う
命
題
の
正
当
性
は
我
を
我
が
持

つ
も
の
に
還
.兀
し
て
か
か
る
帰
属
判
断
か
ら
の
現
存
判
断

の
救
出

の
不
可
避
性

に
も
と

づ
き
、

『
な
い
も

の
で
あ
る
』

の
そ
れ
は
か
か
る
現
存
判
断
自
体
の
存
在
論
的
精
錬

の
必
然
性
に
根
ざ
す
、
こ
の
よ
う
に
し
て
両
命
題
の
判
別
即
ち
分
離
と
媒
介
が
遂
行

さ
れ
、
所
有
論
的
刷
新
と
存
在
観

の
確
立
は
か
か
る
精
錬

に
伴
う
我
在
り
と

い
う
現
存
判
断
を
め
ぐ
る
我

の
実
存

の
問
題
に
凝
集
し
、
そ
れ
か
ら
分
散
す
る
点
に
か
か
る

こ
と
が
見
通
さ

れ
た
。
所
有
論
を
存
在
論
の
予
備
学
視
し
た
理
論
的
背
景

に
は
か
か
る
見
通
し
自
体

の
革
新
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
勿
論
所
有
論
を
存
在
論
の
予
備
学
と
す

る
だ
け
で
、
存
在
論
の
具
体
化
の
為
の
手
続
が

一
方
的
に
完
結
す
る
と
看
倣
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
神
秘
に
対
す
る
問
題
の
対
置
に
伴
う
問
題
学
的
追
及
の
路
線
が
所
有

論
と
の
連
関
否
交
徹
に
於

て
平
行
的
に
差
し
か
け
ら
れ
た
。
が
所
有
論
を
経
め
ぐ
る
こ
と
が
そ

の
有
力
な
、
む
し
ろ
不
可
欠
の
手
続
と
看
倣
さ
れ
た
点

に
変
り
は
な

い
。

か
か
る
見
通

し
に
於
て
、

マ
ル
セ
ル
の
先
掲

の
没
所
有
論
的
な
哲
学
界

に
対
す
る
対
決
の
問
題
に
立
ち
戻

っ
て
述

べ
る
と
、
そ
の
論
難
的
姿
勢
も
十
分
首
肯
さ
れ
る
。

即
ち

こ
の
点
に
付
て

マ
ル
セ
ル
が
包
括
的
に
晶.一口
及
し
た
文
節
と
し
て
、
我

々
は

一
九
三
三
年

一
〇
月

=
二
日
付

で

『
形
而
上
学
日
誌
』
の
末
尾
に
載
せ
た
次
の
も

の
を
挙

げ
る
こ
と
が
出
来
る
、

「
哲
学
が
歴
史

の
過
程

に
於
て
自
ら
所
有

に
背
を
向
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
之
は
勿
論
所
有
の
観
念
の
中
に
基
本
的
に
曖

昧
な
も
の
、

殆

ん
ど
透
明
化
が
不
可
能

な
も
の

(}=
ひ
一二
∩
一匹
①
げ
一①
)
が
あ
る
為

で
あ
る
。

が
哲
学
者

の
注
意
が
所
有
に
向
う
瞬
間
か
ら
、

か
か
る
態
度
は
不
当
な
も

の
と

し
て
彼
の
眼

に
映
る
」
.
勿
論

マ
ル
セ
ル
は
没
所
有
論
的
傾
向
だ
け
で
哲
学
の
在
り
方
を
詰

っ
た
訳
で
な

い
。

然
し
之
程
断
言
的
に
不
満
を

表
明
し
た
箇
所
は
少
な

い
。

礫

っ
て
そ
の
所
有
論
の
跡
付
け
に
這
入
る
に
先
立

っ
て
、
彼
自
身
が
所
有

に
関
す
る
考
え
方
を
固
め
る
に
当
り
、
有
力
な
示
唆
を
蒙

っ
た
哲
学
者

の
所
有
論
を
顧
み
る
こ

と
は
彼
自
身

の
所
有
論

の
成
り
行
き
を
う
か
が
う
為
に
も
有
用
と
看
徹
さ
れ
る
の
で
、
必
.要
最
小
限
度
に
指
摘
す
る
こ
と
に
す
る
。

マ
ル
セ
ル
に
よ
る
と
、
哲
学
者
は
所
有

の
観
念
が
不
純

で
本
質
的
に
正
確
化
し
難

い
と
し
て
、
所
有
か
ら

一
般

に
背
を
向
け
た
。
か
か
る
考
え
方
は
彼
が
シ

ュ
テ

ル
ン

(∩
}ニ
コ
δげ
⑦
「
○つ
博
①同コ
)
の
書

「
所
有
に
就
て
』
(⊂
σ
2

α
霧

甲冨
げ
①
員

窃
三

か
しd
。
コ
=
9
Φ
N

萄
゜
0
9
Φ
P

2
一
目
露
。。
)
か
ら
所
有
論
に
関
す
る
示
唆
を
蒙
む

っ
た
時
、

㈲

既

に
哲
学
界
に
流
行
し
て
い
た
。
そ
し
て
シ

ュ
テ

ル
ン
自
身

の
所
説

「
『
我

々
は
持

つ
』

(
と
言
う
場
合
)

通
例
人
は
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
を

完
全
に
了
解
し
て
い

る
。
然
し
何
人
も
所
有

の
語
が
通
常
の
生
に
於

て
目
指
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
複
雑
な
も

の
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
注
意
を
向
け
、
所
有
と
し
て
の
所
有
を
特
に

㈲

体
制
化
す
る
も

の
を
問
お
う
と
は
し
な
か

っ
た
」

を
直
接
引
用
し
て
、
之

に
基
本
的

に
同
調
し
、
更
に
次
の
様
な
論
評
を
加
え
て
い
る
。

マ
ル
セ
ル
に
よ
る
と
、

シ

ュ
テ

ル
ン
は
我
が
身

体
を
持

つ
と
言
う
場
合

、
そ
れ
は
我
が
身
体
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
我
が
我

の
身
体
と
呼
ぶ
或
る
事
物
が
事
物
と
し
て
現
存
す
る
こ
と
は
な

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

い
と

い
う
意
味

で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
観
察
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
中
位

の
分
野
乃
至
第
三
界
が
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
が
か
か
る
想
定
が
フ

ッ
サ
ー

ル
を
満
足

さ
せ
な
か

っ
た
こ
と
は
フ
ッ
サ
ー

ル
自
身

の
言
明
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
が
そ
れ
だ
け
に
却

っ
て
我

々
は
フ
ッ
サ
ー

ル
的
な
用
語
で
彩
色
さ
れ
た
分
析
に
身
入
れ
す
る
。

そ
れ
は
現
象
学
的
分
析
を
否
定
的
に
保
存
す
る
意
味
で
刷
新
さ
れ
た
現
象
学
的
方
法
を
駆
使
し
て
、
所
有
の
解
明
に
赴
く

こ
と
を
意
味
す
る
。
此
処
で
現
象
学
と
い
う
用

語
が
依
然
と
し
て
襲
用
さ
れ
て
い
る
所
以
は
所
有
の
事
実
が
所
有
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
真

の
思
惟
的
意
識
性

の
内
容
が
問
わ
れ
る
処
か
ら
、
所
謂
心
理
学
的
で

な

い
が
、
ド
イ
ッ
現
象
学
派
独
自
の
用
語
で
も
又

一
方
的

に
表
示
出
来
な
い
よ
う
な
、
心
身

一
体
の
事
実
を
出
来
る
限
り
実
在
的
に
跡
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
点
に
存
す
る
。

㈲

今
之
を

マ
ル
セ
ル
自
身

の
発
案

に
成
る
現
象
学
的
用
語
に
置
き
換
え
て
、
積
極
的

に
述
べ
る
と
、

「
現
象
学
的
分
析
と
は
状
況

(2
勉
け)

に
関
す
る
心
理
学
的
分
析
に

対
立
す
る
思
惟

の
含
蓄
的
な
内
容
の
分
析
で
あ
る
」
之
を
更
に
所
有
に
関
し
敷
術
し
て

述

べ
る
と
、
そ
れ
が
或
る
程
度
に

超
越
的
な
内
属
と

了
解
と
の

中
心
と
し
て
扱

わ
れ
る
よ
う
な

『
或
る
も
の
』

に
関
係
す
る
場
合

に
、
人
は
始
め
て
所
有
に
就
て
語
る
こ
と
が
出
来
る
。
も

っ
と
厳
密
に
言
う
と
、
我

々
が
或
る
方
式
と
転
位

の
度
差
に

於
て
内
と
外

と
の
対
立
が
意
味
を
保
持
す
る
よ
う
な
秩
序
に
於

て
動
く
場
合

に
限

っ
て
、
そ
れ
を
所
有

の
語
で
表
示
出
来
る
。
然
し
内
と
外
の
対
立
は
物

(
(ρ
巳
畠
)
を

横
切
る
と
共
に
、
人

(ρ
毎
)

に
も

つ
ら
な
る
。

此

の
場
合
の
物
は
勿
論
所
有
物
と
し
て
の
物
で
あ
り
、
人
は
所
有
主
と
し
て
の
他
者
で
あ
る
L

そ
れ
は
物
の
所
有
の
秩

序
が
対
他
者
的
対
立
と
相
即
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
。
問
題
は
か
か
る
傾
向
が
無
意
識
の
中
に
我
を
他
者
の
見
地
か
ら
考
え
る
よ
う
仕
向
け
る
点

に
在
る
。
即
ち
我
は
他

者

に
対
し
て
の
み
か
、
我
自
身

に
対
し
て
も
他
者
と
な
る
、
我
が
我
自
身

に
対
し
て
我
の
観
念
を
挾
み
、
そ
れ
を
介
し
て
か
か
る
限
り
、
我
は
我
自
身
に
対
し
て
他
者
と

な
る
。

か
か
る
所
有
を
め
ぐ
る
現
象
学
的
分
析
を
、
存
在
を
目
指
す
過
極
現
象
学
的

(ξ

0
2
9

9
0
∋
9
0
δ
ひq
δ
二
①
)

な
そ
れ
と
対
比
す
る
と
、

其
の
間
次
元
的
差
別
え
の
着

眼
に
於
て
方
法
論
的
深
化
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
が
何
れ
に
し
て
も
現
象
学
的
枠
付
け
は
そ
の
偽
保
持
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
か
か
る
枠
付
け
に

映
発
し
た
我

の
実
存
が
究
極
に
於
て
は
実
存
性
え
の
透
徹
を
目
指
す
第

二
反
省
を
挨

っ
て
造
立
さ
れ
る
と
看
倣
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
処
で
そ
の
初
発

の
段
階
は
所
有
と
存

在

の
接
点
に

つ
ら
な
る

『我
は
何

で
あ
る
か
』
と
い
う
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
パ
ス
カ

ル
に
及
ぶ
実
存
主
義
思
潮
の
原
標
に
据
え
ら
れ
る
問
の
存
在
論
的
反
省
に
発
光

し
た
。
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る
の
は
悪
し
き
体
系
化
を
忌
み
乍
ら
、
体
系
性
か
ら
逸
れ
る
こ
と
を
も
肯
ん
じ
な

い
よ
う
な
、
パ
ス
カ
ル
に
発
源
し
た
フ
ラ
ン
ス
近
代
思
想

の
現
代
的
命
脈
で
あ
る
。

‐2zo



そ

の
場
合
我

の
荏
在
を
我

に
関
す

る
賓
辞

の
全
体

と
擦

り
換

え
る
帰

属
判
断

は

『
我

と
は
何

か

』

(O
=
①
。・三
ω-冨

")

の
問

を

『
彼

と
は
何

か
」

(O
琴

①
珍
,凶冨
)

で
置

き

換

え
て
か
か

る
.

そ
れ

は
実
存
判

断

の
帰

属
判

断

え

の
解
消

で
あ
り

、
第

一
人
称
的

我

の
第

三
人
称

的
彼

え

の
吸

収

で
あ

る
。

先

掲

の
取

り
戻
し

が
究

極
的

に
眼
差

し

㈹

た
の
は
所
有
の
刷
新
と
存
在
の
確
立
に
跨
る
我
自
体
の
主
体
性

の
判
明
化
で
あ

っ
た
。

マ
ル
セ
ル
が

「
第

二
反
省

の
支
配
的
権
威

(昌
重

三
。。ωΦ
)

が
技
術

の
秩
序
の
も

の

で
な
く
て
、
或

る
者

の
采
領
地

(
一.巷
雪
鎖
①
)
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
思
惟

一
般
は
人

(
訂

o
巳

で
あ
り
、

そ
れ
は
技
術
の
人
で
あ
る
と
共
に
、
認
識

の

主
体
で
も
あ
る
、
(
カ
ン
ト
の
場
合

の
よ
う
に
)
形
而
上
学
的
反
省
の
三
体
は
本
質
的
に
人

(○
コ
)

に
対
立
し
て
い
る
。
ρ
三

(∋
餌
コ
ぎ

島
Φ
ω
耳
①2
)
で
は
な
い
…
…
」

と
説
く
場
合
、
そ
れ
は
正
し
く
か
か
る
判
明
化

に
伴
う
我
の
主
体
性

の
造
立
を
目
指
し
た
も

の
と
受
け
取
ら
れ
る
。
処
で
か
か
る
造
立
は
現
象
学
的
に
は
所
有
と
存
在

の

判
別
が
よ
り
か
か
る
中
軸
的
所
与
を
め
ぐ

っ
て
差
し
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
際
中
軸
的
所
与
が
身
体
的
所
与
と
の
不
可
分
離
性

に
於
て
不
透
明
性
を
免
れ
な
い
処
に
却

っ
て

そ
こ
に
映
発
す
る
存
在
は
不
滅

の
光
莚
を
放

つ
こ
と
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
迄
に
存
在

の
問
題
は
所
有
と
の
対
置

に
於
て
、
根
源
的

に
追
及
さ
れ
た
。
と
い
う
こ
と
は
逆
言

す
る
と
、
所
有

の
問
題
が
存
在
と
の
対
置
に
於
て
刷
新
的

に
採
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
に
通
じ
る
。

紛

此
の
こ
と
の
考
慮
に
於
て
、

マ
ル
セ
ル
の
包
括
的
実
践
性

の
源
泉
か
ら
発
足
し
た
所
有
論
展
開

の
道
程
を
顧
み
る
場
合
、
我

々
は
そ
れ
を
判
明
に
す
る
為

に
そ
の
間

の

時
代
区
分
を
よ
り
明
確
化
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
る
。
か
か
る
時
代
区
分

に
即
応
す
る
為

の
展
開

の
位
置
付
け
に
付
て
、
先
づ
直
ち
に
気
付
か
れ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た

所
有

の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
哲
学
界
に
加
え
た
不
満

の
表
明
の
H
時

(
一
九
三
三
年

一
〇
月

一
三
日
付
の

『
形
而
上
学
日
誌
』

に
所
収
)
と
同
じ
く
迷
妄

の
由
来

の
追
友
の

日
時

(
「
存
在
と
所
有
』
所
収
の

『
所
有

の
現
象
学
的
粗
描
』

に
載
る
所
か
ら

一
九
三
五
年
と
推
定
)

と
の
間
に
挾
ま
れ
て

マ
ル
セ
ル
の
所
有
論

の
展
開

の

一
つ
の
里
程

㈹

標
と
も
看
倣
さ
れ
る
次
の
設
論
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
同
じ
く
粗
描
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

「
基
本
的
に
凡
て
は
持

つ
も
の
と
在
る
も

の
と
の
判
別

に
還

元
さ
れ
る
。
…
…
持

つ
も
の
は
自
己

(ω〇
一)

と
の
関
係

に
於
て
或
る
外
面
性
を
示
す
。

か
か
る
外
面
性
は
絶
対
的

で
は
な
い
。

持

つ
も
の
は
物

(又
は
そ
れ
に
同
化
さ

れ
る
も
の
)
で
あ
る
。

厳
密
に
言

っ
て
、
我

は
或
る
程
度
我

(ヨ
8

と
独
立
に
現
存
を
所
有
す
る
も

の
だ
け
を
所
有
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
…
…
我

に
よ

っ
て
持
た
れ

る
事
実
が
他

の
特
質

(
只
0
9

ひ
$
。。
)
質

(ρ
§
ぎ
ひ
。゚)
等

に
帰
属
す
る
。
我
は
或
る
方
式
、
或
る
限
度
内

で
、
言
換
え
る
と
我
が
能
力
と
し
て
、
能
力
を
附
与
さ
れ
た
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
に
於
て
処
理
出
来
る
も
の
だ
け
を
持

つ
。
持

つ
も

の
に
関
し
て
だ
け
転
移
は
可
能
で
あ
る
」

か
か
る
設
論
が
示
唆
す
る
の
は
そ
れ
以
後

『粗
描
』

で
展
開
さ
れ
た
所
有
論

に
対
す
る
導
入
乃
至
総
論
的
意
味
で
あ
る
。
然
し
之
を
そ
れ
に
先
行
す
る

『
形
而
上
学

日

誌
』
第

二
部
の
所
説
と
対
置
し
て
考

え
る
と
、
そ
れ
迄
に

マ
ル
セ
ル
が
略
所
有

に
関
す
る
知
見
を
断
片
的
乍
ら
持
ち
合
わ
す
に
至

っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
特
に

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

後
期
程
持
ち
合
わ
せ
の
程
度
が
高
ま

っ
て
行

っ
た
こ
と
は
そ
れ
迄
は
殆
ん
ど
無
名
に
近
か

っ
た

『
日
誌
』
が
突
如

『
所
有

に
付
て
』
と
い
う
見
出
し
を
附
さ
れ
、
し
か
も

そ
の
執
筆
の
日
時
が

一
九
三
三
年

二
月

二
六
日
以
後
に
な

っ
て
い
る
処
か
ら
も
十
分
槌
め
ら
れ
る
。
か
か
る
時
代
区
分
に
拠

っ
て
、
所
有
論
展
開
の
運
び
に
眼
を
転
じ
て

考

え
る
と
、

『
粗
描
』
執
筆
の
前
段
階
i

そ
れ
は
又
形
而
上
学
日
誌
の
続
篇
が
し
た
た
め
ら
れ
た
段
階
で
あ
る
ー

で
は

マ
ル
セ
ル
は
既
に
そ
の
所
有
論
に
関
す
る
地

固

め
を
終

っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
か
か
る
地
固
あ
が
彼

の
存
在
論
的
深
究
と
の
連
関
に
於
て
推
進
さ
れ
た
こ
と
は
前
掲

の
里
程
標
的
発
言
が
所
有
と
存

在

の
判
別
に
主
導
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
梢

々
ま
と
ま
り
を
見
せ
始
め
た
前
掲
の

『
所
有
に
付
て
』
と
い
う
見
出
し
に
伴
う

一
連

の
所
有
に
関
す

る
知
見
の
展
開
に
当

っ
て
も
、
存
在
の
問
題
え
の
言
及
が
随
処
に
行
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
十
分
に
推
定
さ
れ
る
。

然
し
更
に
立
ち
入

っ
て
考
え
る
と
、
先
掲
の
里
程
標
的
設
論
と
名
実
土
ハ
に

一
致
す
る
設
論
を

マ
ル
セ
ル
は
既
に

一
九

二
三
年
五
月

一
六
日
付
の

『
形
而
上
学
日
誌
」
に

瀞
げ
て
居
り
ど

の
こ
と
は
所
有
論
的
に
言

っ
て

『
形
而
上
学
日
誌
』
執
筆

の
並剛
後
約
二
〇
年
に
亘
る
全
期
間
を
粗
大
に
先
所
有
論

の
段
階
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
を

躇
躇
さ
せ
る
。
そ
れ
は
同

一
内
容
の
設
論
が
時
日
を
距
て
て
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
論
的
に
不
当

で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
夫
々
の
時
点

で
設
論
に
寄
托
し

よ
う
と
し
た
意
味
を
樹
酌
し
て
受
け
納
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従

っ
て
同
じ
設
論
が
時
日
を
異
に
し
て
掲
げ
ら
れ
る
間
に
約

一
〇
有
余
年
の
時
間
的
経

過
が
あ
る
点
を
考
慮
す
る
場
合
、
か
か
る
扱
い
方
を
以
て
、

マ
ル
セ
ル
の
所
有

の
問
題
追
及
が
停
滞
し
た
徴
表
と
見
る
べ
き
で
な
い
。
逆
に
節
文
の
内
容
が
判
別
の
問
題

を
原
理
的
意
味
で
簡
潔
に
表
明
す
る
処
か
ら
当
該
設
論
を
所
有
論
展
開
の
結
節
的
契
機
に
据
え
よ
う
と
し
た
が
、
夫
々
の
時
点
で
結
節
的
契
機
に
異

っ
た
意
味
を
寄
托
し

た
と
言
え
る
Q

即
ち
先
出
の
節
文
は

一
九
二
三
年
、
後
出
の
そ
れ
は

一
九
三
三
年
か
ら
三
五
年

の
間
と
推
定
さ
れ
る
処
か
ら
、
先
に

一
応
試
み
た
、
後
出
の
節
文
を
里
程
標
と
す
る
所

有
論
展
開
の
二
段
階
的
段
別
は
之
を
よ
り
精
確
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
先
後
に
.旦
る
反
復
節
文
を
手
が
か
り
と
し
て
、
三
段
階
的
に
補
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち

一
九

一
四
年

に
執
筆
が
開
始
さ
れ
、

一
九
三
三
年
に
欄
筆
さ
れ
た

『
形
而
上
学
日
誌
』

に
う
か
が
わ
れ
る
所
有
論
の
展
開
を
そ
れ
に
直
接
続
く

『
所
有

の
現
象
学
」
と
の
連
関

に
於

て
考
察
す
る
場
合
、

一
九
二
三
年
以
前
の
約

一
〇
年
間
を
所
有
論
醍
醸

の
意
味
で
の
先
所
有
論
前
期
の
年
代
と
呼
ぶ
と
、
そ
れ
以
後

一
九
三
三
年

に
及
ぶ

一
〇
年
間

は
そ
の
部
分
的
断
片
的
発
光
の
意
味
で
の
先
所
有
論
後
期
の
年
代
で
あ
り
、
之
に
対
し
て

一
九
三
三
年
以
後
は
そ
の
全
体
的
体
系
化

の
意
味
で
の
本
来

の
所
有
論
の
形
成

の
年
代
で
あ
る
と
言
え
る
。
処
で
発
光
の
年
代
が
又
存
在
論
の
そ
れ
で
も
あ

っ
た
こ
と
は

マ
ル
セ
ル
自
身
の
生
の
閲
歴
と
そ
の
反
映

に
成
る
学
的
業
績
に
徴
し
て
槌
か
め

ら
れ
る
。
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先
づ

生

の
閲
歴

に
付

て
述

べ
る
と
、

か

か
る
先

所
有

論

の

後

期

に
当
る

年
代

に

マ
ル
セ

ル
は

二

つ

の

直
接

経

験
を

身

に

つ
け

て
い
る
.

そ

の

一
方

は

『
存
在

と
所

⑬

有

』
所

収

の

『
形
而

上
学

日
誌
」

の
続
篇

で
自
ら

告
白

し

て

い
る

よ
う

に
、

一
九

二
九
年

三
月

二
、一、日

に
訪
れ

た
恩
寵

の
体

験

で
あ
り
、
他

方
は

『
形
而
上
学

日
誌

』
発

刊

(
一
九

二
七
年
)
後

間
も

な
く
手

に
入

れ

た

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
、

ヤ

ス
ペ

ル
ス
に
代

弁

さ
れ

る
ド
イ

ツ
実

存
k

義
思
想

と

の
接
触

で
あ

る
。

か
か

る
両

様

の
生

の
閲

歴

を

踏
ま

え

て
、

そ

れ
を
学

的

に
組
成
す

る
も

の
と
し

て
、
我

々
は

「
存

在
論
的

秘
義

の
方
位

と

そ
れ
え

の
具

体
的

近
接
」

を

挙
げ

る

こ
と

が
出

来

る
.
本

書
が

存
在
論

展
開

　

の
視
角
か
ら
み
て
発
光
を
告
示
す
る
こ
と
は

マ
ル
セ
ル
自
身

の
言
説

「
秘
が
此
処
で
提
起
す
る
基
本
的
ケ
ー
ゼ
は

『形
而
上
学
日
誌
」
を
横

切

っ
て
追
及
さ
れ
た
凡
て
の

哲
学
的
精
神
的
進
展

の
到
達
点
で
あ
る
L

に
徴
し

て
明
ら
か
で
あ
る
.

み

　
　

然
し
か
か
る
発
光
を
十
分
考
慮
し
な
が
ら
も
、
尚
そ
れ
を
先
存
在
論
的
段
階
に
定
位
す
る

の
は
ジ

ル
ソ
ン
の
賛
辞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ル
セ
ル
自
身
の
表
白

「
存
在

論
的
要
求
を
奔
直
接
画
定
す
る

こ
と
は
或
る
点
迄
し
か
出
来
な
い
と
思
う
。
…
…
か
か
る
要
求
は
そ
れ
自
身
に
於
て
全
く
透
明
に
な
り
得
な
い
と
い
う
独
特

の
性
格
を
呈

す
る
」

に
拠
り
伝

つ
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
表
白
を
上
掲

の
恩
寵

の
経
験
と
連
関
さ
せ
て
考
え
る
場
合
、
其
処
に
秘
義
の
経
験
に
伴
う
経
験
自
体
の
存
在
論
的
斉

形
化
え
の
並
々
な
ら
ぬ
企
図
と
そ
の
未
達
成
を
観
取
す
る
。
斯
様
に
先
存
在
論

の
年
代
が
発
光
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
存
在
論
の
地
平
を
抜
き
得
な
い
こ
と
は
先

の
先
所
有

論
の
年
代
が
発
光
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
所
有
論

の
地
平
を
抜
き
得
な
か

っ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
.
然
し
問
題
は
之
等
両
論
の
か
か
る
年
代
的
な
平
行
関
係

に
な
く
、
そ

の
交
徹

に
あ
る
、

即
ち
両
論
は
相
互
呼
応
、

相
互
喚
起
の
関
係

に
於
て

マ
ル
セ
ル
の
反
省

に
上
り
、

必
ず
し
も
没
交
渉

の
展
開
を
辿
ら
な
か

っ
た
、

か
か
る
交
徹

に
於

て
、
持

つ
も
の
と
在
る
も

の
と

の
判
別
は
次
第
に
堅
固
さ
を
加

え
て
行

っ
た
訳

で
あ
る
が
、
当
而
す
る
先
所
有
論
的
発
光

の
跡
付
け
に
於
て
も
此
の
点
は
十
分
に
考
慮
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
然

し
そ
れ
に
し
て
も
か
か
る
三
段
階
的
な
時
代
区
分
は
先
述
の
先
所
有
論
と
所
有
論
と
い
う
粗
大
な
二
段
階
的
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。

『
所
有

の
現
象
学
』
を
中
心
に
凝
縮
さ
れ
た
所
有
論
の
成
型
化
と
比
べ
、
酪
醸
か
ら
発
光
に
及
ぶ

二
段
階

が
先
躍
的
意
味
を
荷
う
点
に
変
り
は
な
い
。

処

で

『
所
有

の
現
象
学
粗
描
』
以
後
、

マ
ル
セ
ル
が
所
有

の
問
題
に
集
中
的
旦
成
型
的
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
そ
の
所
論
中
に
見
出
す

こ
と
は
殆
ん
ど
出
来
な
い
。

逆
に
存
在
を
め
ぐ
る
発
∴.爵
は
急
速
に
頻
度
を
加
え
て
行

っ
て
い
る
。
我
々
は
か
か
る
動
き
の
変
換

の
蔭
に
存
在

に
よ
る
所
有
の
包
越

の
動
向
を
見
る
。
然
し
反
面
か
ら
考

え
る
と
、
ま
と
ま

っ
た
所
有
論
が
見
当
ら
な
い
こ
と
は
直
ち

に
所
有
性
え
の
言
及
が
皆
無
で
あ
る

こ
と
を
必
ず

し
も
意
味

し
な
い
。
形
姿
を
変
え
て
、
特
に
技
術
批
判
を

中

心
に
壬.口
及
は
行
わ
れ
て
い
る
。
此
処
で

『
所
有

の
現
象
学
』
の
成

っ
た

一
九

三
五
年
当
時

の
所
有
論
を
頂
点

に
据
え
て
考
え
る
と
、
こ
の
こ
と
は
外
観
的
に
は
そ
れ
に

続
く
包
所
有
論
、
厳
密

に
.一.単
つ
と
超
所
有
論
が
そ
れ
に
先
吃

つ
先
所
有
論
と
比

べ
、
段
別
に
於
て
よ
り
明
確
性

を
欠
い
で
い
る
こ
と
を

小
す
。
と

い
う

の
は

マ
ル
セ
ル
の

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

一一一213



マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

包
所
有
論
展
開
の
過
程
に
於

て
は
先
所
有
論
の
そ
れ
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な
段
別
の
里
程
標
と
な
る
も
の
が
求
め
難
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
皆
無
と
は
言
え
な

い
、
我
々
は
そ
れ
を

『
存
在
と
所
有
』

に
続
く

『
拒
否
か
ら
祈
願
え
』

の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

『
受
肉
的
存
在
』
を
め
ぐ
る
宣
明
の
文
節

「
我
と
我

の
身
体
と
の
間
に
想

定

さ
れ
る

二
元
性
な
ど
は
な
く
て
、
我
と
は
我

の
身
体
で
あ
る
と
宣
言
す
べ
き
で
な
い
の
か
」

に
見
出
す
。

然
し
か
か
る
宣
明
を
以
て
、
我
と
我

の
身
体
と
の
単
純
な
同

一
性
の
表
明
と
受
け
取
る
と
、
そ
の
真
意
を
損
う

こ
と
に
な
る
。
同

一
化
は
客
観
的
真
理
観
に
与
し
て
、

我

が
我

の
も

の
と
呼
ぶ
未
知

の
も
の

(
剛σq
8
ε
ヨ

ρ
三
α
)
を
我

の
身
体
と
結
び
付
け
る
も

の
を
客
観
的
な
事
物
相
互
の
同

一
関
係
に
還
元
す
る
こ
と
に
な
る
。
処
が
か
か

る
未
知

の
も

の
k
と
我

の
身
体
と
の
間

の
関
係
×
に
関
し
て
は
客
観
的
真
理
の
性
格
を
示
す
も
の
は
何
も
確
認
さ
れ
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
我
と
我

の
身
体

と
の
間

に
は
他

物
相
互
の
関
係
で
は
置
き
換
え
ら
れ
な

い
親
近
性

(一コ
ロ
ヨ
津
ひ
)

が
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
は
此
処
で
か
か
る
事
実
を
踏
ま
え
て
、

上
記

×
を
我
自
身

に
於
け
る
我

の
身
体
の

現
在

(

へ

b
『
①oり①=
∩
①
)

と
し
て
受
け
止
め
、

其
処
に
自
ら

の
思
惟

を
集
中
す
る
。

そ
れ
か
ら
我

の
身
体
を
客
観
的
事
物

に
還
元
す
る
の
で
な
く
、

逆
に
我

の
身
体
を
基
準

(
「Φ
幕
お
)

に
据

え
、
そ
れ
と
の
関
係

に
於
て
、
我
の
現
存
は
勿
論
、

凡
ゆ
る
事
物
の
現
存
が
措
定
さ
れ
、

現
存
対
非
現
存
間

の
境
界
画
定
も
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
す

る
に
至
る
。

其
処
に
見
受
け
ら
れ
る
空
間
時
間
的
な

(
ω℃
①
酢冨
藍
×

辞@
ξ
o
【
巴
)

な
関
係

の
連
鎖
は
想
像
に
よ

っ
て

分
離
的
に
思
惟
さ
れ
る

凡
て
の
現
存
が

我
に
共
同
現
在

(8
-

舳

b
み
ω①
三
)

す
る
迄

に
収
約

さ

れ
る
。

そ
れ
か
ら

マ
ル
セ

ル
は

「
我

の
現
実

的
現
存

と

の
関
係

に

よ

っ
て

整
序

さ
れ

る
か
か

る
連

鎖
が
撒
布

さ
れ

る
よ
う

な
種
類

の
磁

場

を

『実
存

的
軌
道

』

(一.o
『互
8

①
×
同゚。
冨
三
同①
=
Φ
)
と
呼

ぶ
」

に
至

る
。

其

処

に
は

二
重

の
確

認
が
含

ま
れ

て

い
る
。

そ

の

一
方

は
基
準

に
据

え
ら
れ

る
我

の
身

体

を
前

述

の
関
係

×

に
即

し

て
問

い
直
す

こ
と

で
あ
り
、

他
方
は

か

か

る
関

係

×

の
周
り

に
実

存
的
軌

道
が

設

営

さ
れ

る

こ
と

で
あ
る
。

マ
ル
セ

ル
は
前

者
を

『
受
肉
的
現
在

』

2ω

(ゆ
けH①

一『P6
9
『一一ひ
)

と
し

て
受
け
取

り
直
し
、
後

者
を
我

の
現
存

に
物
体

を
結

び
付

け
る

『膀

の
緒
』

(O
o
a
o
口
6
ヨ
σ
三
∩
巴
)
と

し

て
み
直
す
。

処

で

「
受

肉
的

に
存

在

す

る
と

は
我

が

我

の

身
体

に

自

己
同

化

さ
れ

な

い
で
、

身

体

と
し

て
出
現
す

る

(ω
、8

β。
邑

9

)

こ
と

で
あ

る
」

之

に
対
し

て
膀

の
緒

は
我

の

「即

世
界

存
在
」

(⑪
冨

鋤
ニ

ヨ
。巳

①
)

を
是

認
す

る

こ
と
、

言
換

え
る
と
、
世

界

の
我

に
対
す

る
独
立
、

そ
れ

の
我

の
運
命

に
対

す

る
根

源
的
無
差

別
を
否

認
す

る

こ
と

で
あ

る
。

然
し
受
肉

的
存
在

を
離

れ
て
即
世
界

存
在
は

な
く
、

又

即
世
界

存
在

は
愛
肉
的
存
在

を
介

し

て
我

に
差

し

か
け
ら

れ
る
。
何

れ

に
し

て
も
両
存

在

の
連

契

乃
至
結

節
点

⑳

と

な
る

の
は
我

の
身

体

で
あ

る
。

そ
れ
か
ら

「
我

の
身

体

と
は
世

界

に
対
す

る
我

の
現
在

の
結
び

目

(コ
①
×
=
ω
)

の
表
明

に
外

な
ら

な

い
」

と
再
確

認
さ

れ
る
。

そ
し

て

か

か
る
結

び

目
を
関

与

(富

三

nぢ
餌
二
8

)

で
置
き
換

え
、

更

に
そ
れ
を
経

験
的
所

与

の

『
非
偶
然
」

(言

き
コ
・8
三
ぎ
αq
①
コ
8
)
と
呼

ぶ
。

関
与

の
哲
学

に
と

っ
て
は

シ

一214一

¶



ヨ
ー
ペ
ン
ハ
ゥ

エ
ル
的
な
独
我
論
は
受
け
容
れ
ら
れ
な

い
。

マ
ル
セ
ル
は
世
界
が
シ

ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ

エ
ル
が
説
く
よ
う
な
表
象
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
我
に
通
交
す
る
限

り
に
於

て
の
み
我
は
世
界
に
対
し
て
在
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
我

々
は
そ
こ
に
先
掲
の
ド
イ
ツ
実
存
主
義
特
に

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
と
の
接
触
に
伴
う
影
響

が
始
め
て
生
動
的

に
反
映
し
て
い
る
の
を
見
る
。

尤
も
実
存
的
軌
道
観
を
支
え
る
主
体
的
身
体
観

(8
琶
ω
あ
二
す
)
は
か
か
る
接
触
の
時
点
以
前

に
マ
ル
セ
ル
に
於
て
先
存
し
、
本
時
点
で

も
保
持
貫
徹
さ
れ
て
い
る
が
、
膀

の
緒
を
支
え
る
即
世
界
存
在
観
は
少
く
と
も
そ
の
斉
形
化
に
於
て
は
、
か
か
る
接
触

に
伴
う
影
響
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

然
る
に
マ
ル
セ
ル
は
此
処
で
他

一
般
で
な
く
、
他
者
(①
二
安
戸=
)
の
現
存
が
問
題
化
す
る
場
合
、
そ
れ
を
他
物
(髪
嘗
o
)

の
現
存
と
共
に
即
世
界
存
在
に
組
み
込
み
的

に

問

い
併
せ
な
い
で
、
他
物

の
現
存
と

の
分
離
に
於
て
抽
出
的
に
自
己
の
現
存
と
共
に
問
い
併
せ
る
。
そ
の
点

で
は
所
有
論
に
於
け
る
人
と
物
と

の
相
関

の
手
続
を
遺
漏
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

に
構
う

こ
と
な
く
、
マ
ル
セ
ル
は

『
膀
の
緒
』
と
の
切
断
に
於
て
、
受
肉
的
存
在
を
単
独
実
存
と
し
て
で
な
く

『共
同
実
存
』
(6
0
,。
×
一ω
8
=
8
)

と
し
て
採
り
上
げ
直
す
。

そ
れ
は
我
と
我
自
身
と

の
或
る
対
話
に
、
客
観
化

の
名
に
於
て
他
者
が
彼
と
し
て
交
付
さ
れ
な
い
で
、
我
が
他
者
に
汝
と
し
て
対
面
す
る
際
に

は
、
我
並
び
に
彼
と
我
自
身
と
の
問

に
差
し
か
け
ら
れ
る
三
位
的
な
関
係
を
捲
込
む
も
の
の
内
的
な

一
体
化
が
我

の
中
で
操
作
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
我
即
汝

と
我
自
身

に
亘
る
二
位
即

一
位
の
関
係
が
可
能

に
な
る
こ
と
を
含
意
す
る
.
之
に
対
し
て
我
が
他
者
を
彼
と
し
て
扱
う
場
合

に
は
、
他
者
を
本
質
的
に
不
在
と
し
て
扱
う
。
客
観
化

が
許
さ
れ
る
の
は
か
か
る
不
在

に
よ
る
。
尤
も
不
在
の

一
様
態
と
し
て
の
現
在
が
あ
る
。
我

は
不
在
で
あ
る
よ
う
に
或
る
入
に
対
し
て
振
舞
う
こ
と
が
出
来
る
。

然
し
我
々
に
共
通
な
或
る
経
験
を
発
見
す
る
場
合
に
は
他
者
と
我
と
の
間
に
或

る
感
得
さ
れ
る
関
係

(一凶①
コ
ω①
コ
ε

が
結
ば

れ
る
に
至
り
、
斯
様

に
し
て
他
者
と
我
と

が
我

々
と
な
る
統

一
が
生
れ
、
他
者
は
汝

と
な
る
為

に
彼
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
彼
を
検
問
し
、
判
断
す

べ
く
我
が
拠
り
処
と
し
た
我
自
身
は
彼
が
汝
で
置
き
換
え
ら

れ
る
瞬
間
か
ら
、
汝
が
我
と
共
に
形
成
す
る
生
々
と
し
た
統

一
に
溶
融
す
る
.
其
処

に
弁
証
法
か
ら
愛
に
至
る
道
が
開
け
る
。
我

の
愛
す
る
存
在
は
我

に
と

っ
て
第

三
者

(二
①
噌ω
)
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
土
ハ
に
我
は
我
自
身
に
と

っ
て
第
三
者

で
あ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。

我
は
汝
に
対
し
て
も
我
自
身

に
対
し
て
も
協
感
的
に
通
交
す

る
。

そ
れ
は
対
話
が
杜
絶
え
る
意
味
で
な
く
、
対
話
が
融
合
的
に
行
わ
れ
る
意
味

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
汝
と
我
自
身
と
の
対
話
が
其

の
侭
我
と
我
自
身
と
の
対
話
で
置

き
換
え
ら
れ
る
境
位
が
展
け
る

こ
と
と
呼
応
し
て
、
我
と
汝
自
身
と

の
対
話
が
そ
の
侭
汝
と
汝
自
身

と
の
対
話
で
置
き
換
え
ら
れ
る
境
位
が
展
け
る
こ
と
に
通
じ
る
。

こ
の
場
合
理
論
的

に
...口
っ
て
、
か
か
る
二
位
即

一
位
的
関
係
で
重
要
視
さ
れ
る
の
は
単
な
る
単
極
的
単
側
面
的
な
深
徹
溶
融
で
な
く
て
、
我
と
汝

の
相
関
と
呼
応
に
於

け
る
両
極
的
で
両
側
面
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
我
と
汝
は
身
体
的
表
現
を
介
し
て
通
交
し
な
が
ら
、
我
自
身
と
汝
自
身

に
、旺
っ
て
相
互
親
和
的
に
深
徹
す
る
。
そ
れ
が
我
と

汝
と
の
魂
と
し
て
の
和
解

(B
。
三
塗
8
=
)

に
外
な
ら
な
い
。

両
極
両
側
面
的
対
面
が
そ

の
侭
無
極
無
側
面
化
す
る
所
以
は
そ
こ
に
在
る
、
然
し
か
か
る
和
解
に
間
断

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

一一215-一 一



マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

(
同コ
酋。
「
量
暮
①
賛
6
①
)

が
あ
る
の
は
そ
れ
が
試
し
合
い
に
よ

っ
て
革
新
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
何
を
試
し
合
う
の
か
。
愛

の
深
厚
さ
で
あ
る
。
何
が
革
新
さ
れ
る

の
か
、
魂

の
内
的
在
り
方

で
あ
る
。
我
と
汝
は
愛
の
深
厚
化
を
企
図
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
魂
的
に
相
互
革
新
す
る
。
無
極
無
側
面
的
協
感
が
両
極
両
側
面
的
対
面
を
滅

失

し
な

い
所

以
は

そ

こ
に
在

る
。
此
処

で
目
指

さ
れ

て
い

る

の
は
同

一
と

他
と

い
う
講

の
存
在

論

的
包

越

で
あ

る
。

マ
ル
セ
ル
に
よ
る
と

融

願

(
Hコ
<
O
O①
菖
O
鵠
)

の

最
も
純
粋

な

形
式

で
あ
る
祈
祷

(

コノ

℃
二
①
畳①
)

は
内
的
変

形

、
神

秘
的

な
奔

溢

(叢

皆
×
)
…
…

の
よ
う

な
、

言

表
わ

し
よ
う

の
な

い
説

話
に
だ
け
同

化
出
来

る
も

の
に
於

て

そ

の
聴
許

を

見
出
す

こ
と

が
出
来

る
。」

こ
の
場
合

聴
許
す

る
者

と
さ

れ
る
者

と
は

『絶

対
汝
』

(辞9

鋤
び
ω2
ε

と

『
我

々
』
と

の
関

係

に
於

て

二
位

的

に
相

対
す

る
。

此
処

で

『
我
考

え
る
』

を
凌

ぐ

『
我
感

じ

る
」

は

「
我

信

じ

る
」

否

『我

々
は
信
じ

る
』

に
転

位

さ
れ

る
。

然
し

か
か
る
転
位

は

『
我

感
じ

る
』

に
表

徴

さ
れ
る
我

の

実

存
性

の
廃
棄

で
な
く

て

『我

々
は
信

じ
る
』
と

い
う
神

秘

的
経
験

を
介

し
て

の
、

そ
の
完
成

で
あ

る
。

真

正
の
哲
学

は
思
惟

の
変
質

(亘
帥
蕊
ヨ
=
角
)

を
促
す
経
験

のみ

哲
学
と
し
て
、
我

の
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
我
を
汝
と
共
に
我
自
身
た
ら
し
め
る
よ
う
な
か
か
る
逆
説
的
境
位
を
出
来
る
だ
け
透
明
に
認
識
す
る
に
あ
る
。
其
処
で

「
神

可
欠

の
見
通
し
の
転
倒
が
完
成
さ
れ
、
無
限

の
欠
落
が
無
限
の
充
溢
と
し
て
啓
示
さ
れ
る
為
に
は
意
識
が
決
定
的
回
心
の
運
動
に
よ

っ
て
、
原
理
、
目
的
…
…
独

一
の
拠

点

と
し
て
只
管
祈
願
さ
れ
る
も
の
の
前
で
殉
死

(ωΦ

凶昌
一ゴP
O
一①
『)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

然
し
か
か
る
見
通
し
の
転
倒
を
伴
う
決
定
的
回
心
に
服
す
る
こ
と
は
主
体

性

の
否
認
乃
至
圧
殺
で
な
く
て
、
そ
の
存
在
論
的
造
立

で
あ
る
。

主
体
を
存
在
論
的
に
造
立
す
る
と
は
差
当

っ
て
は
客
観
化
で
破
ら
れ
た
直
接
化
を
再
建
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
先
述
の
失
わ
れ
た
直
観

の
第

二
反
省
に
も

と
つ
く
取
り
戻
し
の
完
成
と
し
て
辿
ら
れ
る
処
に
そ
の
本
質
的
意
味
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
先
掲
の

『
受
肉
的
存
在
』
の
確
認
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
、
か
か
る
再
建

乃
至
取
り
戻
し
に
際
し
て
の
我

の
主
体
性
え
の
見
通
し
が
実
存
的
な
も
の
か
ら
存
在
論
的
な
も
の
え
単
に
切
り
換
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。
か
か
る

切
り
換
え
自
体
が
形
而
上
学
的
思
惟
と
神
学
的
思
惟
と
の
溶
融

(2
のδ
=
)
に
於
て
、

包
括
的
全

一
的
に
追
及
さ
れ
た
点
に
存
す
る
。

そ
し
て
か
か
る
追
及
が
究
極
的
に

目
指
し
た
の
は
か
か
る
溶
融
に
伴
う
具
体
的
哲
学
の
造
成
で
あ
る
。

か
か
る
展
望
に
於
て

先
に
包
所
有
論

の
里
程
標
に
据
え
ら
れ
た

『
受
肉
的
存
在
』

の
宣
明
を
含
む

『
拒
否
か
ら
祈
願
え
』
か
ら
そ
れ
以
後
の
諸
著

に
及
ぶ
行
程
は
所
有
論
的
に
考
え
る
と
、
所
有
と
存
在
の
判
別
か
ら
両
者
の
分
離
否
隔
離
の
傾
向
を
濃
化
す
る
に
至

っ
た

と
言
え
る
。
具
体
的
哲
学
造
成
の
企
図
の
蔭
で
看
過
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
か
か
る
傾
向
と
そ
れ
が
孕
ん
だ
所
有
論
的
意
味

で
あ
る
。

処

で

『
存
在
の
秘
義
』
に
掲
げ
ら
れ
た
序
言
中

の
次
の

一
節
は
か
か
る
造
成
の
意
図
の
所
在
を
名
目
的
乍
ら
端
的
髪

徴
す
る
・

画

う
し
て
も
作
法

(表
示
の
)
を

甘
受
す
る
外
な
い
と
す
る
と
、

明
証
的
理
由
か
ら
著
者
は
新

ソ
ク
ラ
テ

ス
主
義
乃
至
キ
リ
ス
ト
教
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
と
い
う
主
義
を
採
択
し
よ
う
。L

こ
の
意
味
の
発
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ロ

言

は

更
に

「
人
間
的

な
も

の
に
背

く
人

々
』

で
反
復

的

に
解

い
入

れ
さ

れ

て
い
る
。
然

し
重
要

で
あ
る

の
は
イ
ズ

ム
と
し

て
の
思
想

の
名

目

上

の
変

換

で
な
く

て
、
変
換

㊧

に
寄
托
す

る
哲
学
理
論
的
意
味
で
の
包
括
的
意
図
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

マ
ル
セ
ル
自
身

の
上
掲

の
序
言
の
占
説

の
先
行
文
が
十
分
反
映
し
て
い
る
。
即
ち

「
実
存
主
義

と
い
う
不
快
な
呼
称
か
ら
来
る
混
乱
に
抗
議
し
…
…
此
処

で
表
示
さ
れ
る
思
想
が
如
何
な
る
主
義
に
も
反
対
す
る
よ
う
慎
重
に
指
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
余
り
に
も
明
ら

伽

か

で
あ

る
。
か

か
る
無

主
義

の
主
義

の
名

に
於

け
る
具
体

的
哲
学

は
実
質

的

に
、　一口
う

と
、

凡
ゆ

る
光

に
先

が
け

る
光

で
あ

り
、

主
体
的
身

体

か
ら
神

秘
的
身

体

え

の
転

位

に
於

て
、

生
け

る
平
和

に
透
徹
す

る
処

に
も
た

ら
さ
れ

る

救
済

の
問
題
を
中

心

に
追

及
さ

れ

る
、

マ
ル

セ

ル
に
よ

る
と
、
生

け
る

平
和

は
協

主
体
性

({三
9
,㏄二
三
①
9
フ
、同み
)

を
横

切

っ
て
手

に
入
れ

ら
れ
、

対
主
体

性

(O
o
三
器
-ω⊆
9
0
9

<
圃δひ
)

か
ら

は
喪
失

さ
れ

る
。

か
か
る

得

喪
は
対

主
体
性

が
物

の
所
有

に
同
化

さ
れ

る
秩
序

を
歩

み
、
回

心

の
奇

跡
性

を
信

じ

な

い
に
対

し
、
協

溢
体
性

が
入
間
的

存
在
性

に
赴

む
く
秩
序

を
歩

み
、
回

心

の
奇

跡

性

に
目

醒
め

る
処
か

ら
来

る
。

か

か
る
見

通
し

の
背
後

に
、
協

主
体

と
反
主
体

乃
至
存

在
と
所

有
を

め
ぐ
る
秩
序

の

二
元
観

が
伏
在

し

て
い
る
の
が
う

か
が

わ
れ

る
が
、
問

題

は
か
か

る

二
元

的
対

置

の
意
味

で
あ

る
。

人
間
が
本
来

赴
む
く

べ
き

は
後
者

の
拒

否

に
於
け

る
前
者

の
世
界

で
あ

る
。

前
者

は
或

る
意
味

で

こ
ぶ

(①
×
∩
一,〇
一ω
㏄餌
=
∩
①
)

の
扱

を
受
け

る
催

れ
が
あ

器

る
が
、
そ
れ
は
前
者
の
実
在
を
目
指
す
真
常
性
を
実
在
に
背
く
擬
常
性
と
混
同
す
る
妄
断

に
よ
る
、
そ
し
て
究
極
的
に
説

い
て
い
る
、

旨
哲
学
が
我

々
に
も
た
ら
す
漠
大

な
役
務
は
…
…
我

々
を
凡
ゆ
る
部
分
で
包
み
込
む
が
、

我

々
が
自
由
な
存
在
条
件
か
ら
、

そ
れ
を
組
織
的
に
拒
否
出
来
る
よ
う
な
実
在

に
目
醒
め
さ
す
点
に
在
る
。」

そ

れ
は
世
界
を
両
分
す
る
所
有
と
存
在

の
何
れ
に
も
現
存
性
を
分
与
す
る
と
共
に
両
者

を
新
し
く
両
様
の
生
の
歩
容
の
意
味
で
の
道
程
性
に
即
し
て
、
傾
斜
的
む
し
ろ
懸
隔

⑳

的

に
対
置
す

る

こ
と
を
含

意
す

る
。

そ

れ
は

『
精
神

的
実

在

の
本

質

に
関
す

る
追

及
」

(
閑
⑦
∩}一臼
9
①
ω
霞

一.①
。。
ω9
]∩
①
号

ξ

H価
酷三
み

必
)三
【二
①
=
①
)

と
銘
打

た

れ
た
真

正

の
歩

み
を
め
ぐ

っ
て
差

し
か
け
ら

れ

た
、
真

正
の
歩
み

は
そ

こ
で
は
内

と
外

と

の
対

立
が

意
味

を
失

う

よ
う
な
存

在

え

の
歩

み
に
於

て
差

し
か
け

ら
れ

る
。

そ
れ
は
か

か

る
対
」v
が

意
味

を
保
持
す

る
所
有

の
歩

み
に
擬
似

化

の
歩

み

の
捺
印

を

施
す

意
図

の
伏
在

を
う

か
が
わ

せ
る
。

更

に
か
か

る
隔
離

の
進
行

は

『
存
在

の
秘
義

』

に
続
く

『
人
間

的
な
も

の
に
背
く

人

々
」

(
一
九
五

一
)

か
ら
近
筈

『
人
間

的
尊
厳

』

(
一
九
六

五
)

に
及

ぶ
諸
筈

で

一

6α

層
促
進
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
之
等

の
諸
博
が
共
通
に
孕
む
、
真
正
信
の
防
衛
否
護
持
の
為

の
論
争
的
傾
向
が
暗
示
す
る
よ
う
な
所
有
論

の
減
退
と
呼
応
す
る
存
在
論
え

髄

の
傾
倒
は

マ
ル
セ
ル
の
所
有
論
を
荷
担
推
進
し
た
存
在
と
所
有

の
判
別
の
基
本
線
が
含
意
し
た
も

の
が
存
在

の

一
方
的
優
先
か
ら
所
有
の
慶
下
え
傾
斜
し
て
行

っ
た
こ
と

を

小
し
て
い
る
。
勿
論
そ
の
間

に
於
て
存
在
と
所
有

の
対
置
に
伴
う
所
有
論
と
存
在
論
の
相
互
見
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
存
在

の
所
有

に
対
す
を
優
先

紛

従

っ
て
後
者
の
前
者
に
対
す
る
従
属
の
基
本
線
は
崩
れ
な
い
ば
か
り
か
、
結
局

に
於

て
存
在

の
栄
光
化

え
の
信
順
は
存
在
と
所
有
両
論
の
媒
介
を
相
合
わ
な
い
平
行
に
陥

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

れ

て

い
る
嫌

が
あ

る
。

以
上
の
諸
点
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、

マ
ル
セ
ル
が
所
有

の
問
題
に
加
え
た
追
及
の
過
程
を
最
終
的
包
括
的
に
段
別
す

る
と
、
そ
れ
は
初
期
の
作
品
に
う
か
が
わ
れ

03

る
所
有
論
の
源
泉
を
発
生
の
素
地
乃
至
地
盤
と
し
て
発
進
し
た
醒
醸
と
発
光
と
い
う
前
後
の
二
期
に
跨
る
非
体
系
的
先
所
有
論
と
体
系
的
所
有
論
と
包
所
有
論
と
の
三
段

階

に
区
分

さ
れ
る
。

(未
完

)

註

ラ

ω

「
所

有

の
現

象

学

的

分

析

は

存

在

の
革
新

的

な

分

析

の

有

用

な

序

論

を

な

す

。
」

(ρ

ζ
9
「
8
一

国
一お

虫

〉
<
。
貯
一

お
ω
9

や

い。
一
。。
)

こ

の

こ
と

は
存

在

の
問

題

を

哲

学

の
本

来

的

な

問

題

と

す

る

こ
と

を

予

想

す

る

。

ト

ロ
ワ

フ

ォ
ン

テ

ー

ヌ

は
此

の
点

に
付

い

て

次

の

よ
う

に
論

評

し

て

い
る

。

「
マ
ル

セ

ル

の

思
惟

を

支

配

し

…

…

そ

の
主

た

る

指

令

者

と

な

っ
た

の

は

『
存

在

論

的

協

感

』

(
8
ヨ
ヨ
巨

δ
⇒

。
三
。
δ
畦
ρ
話

)

の

意
味

の

追

及

で

あ

る

。

…

…

が

マ
ル

セ

ル
は

『
受

肉
的

存

在

』

に
関

し

て

余

り

に

純
粋

で

あ

る
。

即

ち
協

感

の
面

で
だ

け

進
展

し

よ
う

と
欲

す

る

誘

惑

を

持

つ
」

(

ラ

勾
o
嚥
臼

日
同o
凶゚。
{o
箕
巴
昌
窃
噂
∪
①
ピ
、国
臨
ω8
口
8

9.
ピ
.団
q
ρ

冒
ρ

℃
げ
自
0
8
℃
臣
Φ

ユ
①

O
°
】≦
費
o
Φ
押

ド
Φ
①
GO
"
件゚

H
"
O
°
蔭
ら

虫

戸

目
堕

℃
°
ω
刈
Oo
)

か

か

る

論
評

は
後

述

す

る

マ
ル

セ

ル

の
神

秘

的

身

体

観

を

考

え

併

せ

る

と

決

し

て

言

い
過

ぎ

で

な

い
。

②

ρ

]≦
胃
8

一

8

°

。
5

唱
゜
b。
一
〇〇
.

㈲

O
°
]≦
蜜
8
一噂
。
℃
。

。
F

℃
.
b。
b。
o。
°

ω

ρ

]≦
曽
8
一

。
℃
u

。
帥8

署

゜
b。
b。
c。
歯

N
9

㈲

ρ

]≦
曽
8

ガ

。
,

。
F

も
』

一〇。
.

ン

㈲

マ
ル
セ
ル
が

「純
粋
現
象
主
義
は
矛
盾
し
、
無
意
味
で
あ
る
…
…
」
(9

田
お

簿

〉
<
。岡が

,
≒
)
と
説
く
場
合

、
か
か
る
表
述
は
実
在
の
否
認
に
於
て
、
そ
れ
を
外
観
(巷
窓
『㊦
琴
①)

に
封
じ
る
擬
似
現
象
主
義
の
拒
斥
を
意
味
す
る
。
か
か
る
拒
斥

に
呼
応
す
る
積
極
的
発
言
と
し
て
は
次
の
表
白
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「此
処

(存
在
の
問
題
)
で
経
験
を
凡
て

s
§
δ
喰
曽
ミ

と
し
て
扱
う

こ
と
に
よ
り
、
凡
て
の
線
を
引
延
ば
す
企
図
は
偉
大
で
あ
る
」

(瞳
恥
二
℃
°
い。ON
)
か
か
る
経
験
の
包
括
的
枠
付
け
を
目
指
す
真
正
現
象
主
義
の
基
本
線
が

『
存
在
と
所
有
』
か

ら

『
拒
否
か
ら
祈
願
え
』
を
経
て

『
旅
す
る
入
』
に
至
る
迄
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
次
に
掲
げ
る
後
二
書
中
の
両
様

の
発
言
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。

「
(切
望
を
め
ぐ
る
)

以
上
の
記

述
は
槌
か
に
現
象
学
的
で
あ
る
が
、
形
而
上
学
的
身
体
と
も
言

う
べ
き
過
極
現
象
学
的
な
反
省
に
道
を
開
く
」

(O
ロ
カ
①ご
ω
帥
疑
ぎ
く
8
巴
。p

お
蒔ρ

℃」
O
①)

「真
理
の
精
神
は
現
象
学

的
な
記
述
に
従
う
べ
き
で
あ
る
」

(=
。
日
。
≦
9§

"
ド逡
9

や
6
①
)

①

そ
れ
は

「
批
判
的
反
省
に
接
木
さ
れ
る
再
建
的
反
省
で
あ
り
、
取
返
し
と
し
て
の
反
省
で
あ
る
」

(師
9

簿

諺
く
。F

℃
」
温
)
、

此
の
場
合
取
返
さ
れ
る
の
は
勿
論
直
観
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
次
の
両
様
の
言
説

「
本
質
的
な
形
而
上
学
的
足
取
は
か
か
る
反
省
に
対
す
る
反
省
、
即
ち
第
二
反
省
に
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
は
発
動
に
応
じ
て
、
或
る
意
味
で
失
わ
れ
た
直

観
を
取
り
返
す

こ
と
に
な
る
」
(9

同げ包
×

唱
」
↓
じ

「我

々
は
全
く
概
略
的
乍
ら
、
第

一
反
省
が
そ
れ
に
予
め
供
さ
れ
る
統

一
を
解
消
す
る
に
対
し
て
、
第
二
反
省
が
本
質
的
に
取
戻
し
的

ラ

で

あ

り

、
再

制

圧

的

で

あ

る

と

述

べ
る

」

(ρ

ζ

①
『8
一

い
①

ζ
団
ω
§

①

牙

ピ
.田

「ρ

戸

H
噛
℃
°
O
?

⑩
。゚
)

に
徴

し

て

明

ら

か

で
あ

る
。
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㈹

ρ

】≦
⇔
「8
炉

㍗
お

Φ
一
〉
<
〇
一5

℃
°
一
〇c
P

㈲

マ
ル

セ

ル
は

自

ら

が

師

事

し

た

デ

ル
ポ

(¢
一『砕○
円

H
)①
一げ
理Q
ω
)

の
指

導

の
事

跡

を

回

想

し

て
述

べ

て

い
る
。

「
師

は

ビ

ラ

ン

(ζ

蝕
器

ユ
Φ

函
轟
昌
)

的

思

想

の
拡

延

を

私

の
当

時

の
研

究

中

に
見

出

し

た

が

…

…

或

る

意

味

で
師

は

誤

っ
て

い
な

か

っ
た

と

私

は
考

え

る

」

(
9

0
°

ζ
費
8
押

国
旨

魯

Φ
旦

旨
圃
く
①
吋
。・
ρ
¢
9

曾

①
二

四

}
¢
ゴ

w

℃
為

り
)

当

時

(
一
九

=

ニ
ー
⊥

九

一
四

)

ビ

ラ

ン
派

を

自

認

し

た

マ
ル

セ

ル
が

事

実

行

為

と

し

て

の
自

我

、
自

由

、

愛

、

信

仰

闇

に
如

何

な

る

力

動
的

関

係

が

あ

る

か

を

示

そ

う
と

企

図

し

た

こ
と

は

ト

ロ

ワ

フ

オ

ン

テ

ー

ヌ
の

輯

録

に
成

る

手

記

(
焦

戸

↓
3
一。。
♂
葺
臨
旨
ρ

。
P

。
一～

戸

]】
"

℃
°
自

ω
)
か

ら

プ

ラ

ン

(
r
δ
p
色

〉
°
國

巴
口
)
が

抜

粋

し

、

『
哲

学

的

断

想

』

の
名

で

公

刊

し

た
同

第

一
八

『
関

与

の
理

論

』

に

う

か

が

わ

れ

る

通

り

で

あ

る

。

そ

の
代

表

的

な

も

の
と

し

て
次

の
表

述

が

あ

る

。

「
具

体

者

は

行

為

以
外

に

は

あ
り

得

な

い

が

、

か

か
る

行

為

は
何

に

及

ぶ

か

…

…
行

為

と

は
創

造

の

そ

れ

で
あ

り

、

そ

れ

と

の
関

係

に

於

て

自
我

が

生

成

す

る
我

の
能

動

的

認

識

の
行

為

で

あ

る

。

之

は

一
般

的

に
は

愛

と

し

て
限

定

さ

れ

る

」

(9

ρ

ζ

舘
。
鼻

閃
鑓
σq
ヨ
①
葺
。・
℃
匿

。
。・。
℃
冨
ρ
・
β

6
0
¢
-
ち

一
r

H三
お
山
⊆
。
ユ
。
p

葛

「

い
δ
口
巴

〉
°

国

巴
員

ひ
ユ
゜

じu
9

三

。
?
Z
き

≦
色
器
目
房
゜

遷
①
ω
勺
』

㌣

¢
↓
)

か

か

る

実

践

主

義

的

傾

向

を
集

中

的

に
表

現

す

る

の
は

次

の
表

白

「
行

為

は

我

自

身

を

全

一
的

に
否

定

す

る

こ

と

な

し

に

は

拒

否

さ

れ

得

な

い
だ

け

に
益

々
行

為

と

な

る

」

AO
ニ

カ
駄
霧

帥

ピ
.同・
<
8

盛

。
♪

℃
°
区
㎝
)

で

あ

る

。

全

く

実

践

的

行

為

性

は

マ

ル
セ

ル
理
論

の

基
本

的

性

格

を

形
成

す

る

と
言

っ
て
も

過

言

で
な

い
。

ン

⑩

露

お

①
梓
〉
<
o
F

℃
』

い。
切
゜

ω

○
℃
°

。凶～

℃
°
一
①
H

ω

㎝Q
o
長

8

一
ヨ
ひ
6
9

誘

5
器

り

一
り
b。
8

づ
゜
ω
○
ト
゜

⑯

「
私

は
始

め

て

恩
寵

の
経
験

を

身

に

し

た

。

か

か

る
言

葉

は

空

恐

ろ

し

い

が

、

そ

れ

は

そ

の
通

り

で
あ

る
。

私

は

結

局

キ
リ

ス
ト
教

に

よ

っ
て

取

囲

ま
れ

た

が

、

其

処

に

身

を
沈

潜

(
ω¢
げ
ヨ
臼
σQ
2
)

さ

せ

た

」

(磐
「
①
2

>
〈
。
～

℃
°
嵩
)

⑳

マ

ル

セ

ル
は

説

い
て

い
る

。

「
実

存

(
よ

り

強

く

管
.口
う

と

超

越

〉

が

一
般

的

な

思

惟

の
領

域

を

超

え

る

こ

と

に

よ

っ
て

の

み

認

識

さ
れ

る

と

な

し

た

点

は

ヤ

ス
ペ

ル

ス
並

に

ハ
イ

デ

ッ
ガ

ー

の

少

な

か

ら

ぬ
功
績

で
あ

る

。
」

(
。
栖

U
二

閃
①
ま
。゚

帥

ピ
、旨
く
8

①
ユ
。
p

勺
』

)

更

に

当

時

実

存

哲

学

が

自

己

に
未

知

で

あ

っ
た

こ
と

を

回

想

し

て

、
接

触

の
時

期

が

『
形

而

上

学

日
誌

』

発

刊

の
直

後

に

当

っ
て

い
る

と

述

べ

て

い

る

処

か

ら

(δ
ρ

。
一こ

そ

れ

が

一
九

二
七

年

以

後

暫

ら

く
経

っ
て
か

ら

で

あ

る

こ
と

が

想
定

さ

れ

る
。

次

に
接

触

の
成

果

に
付

て

「
か

か
る

ハ

イ

デ

ッ
カ

i

以

前

の
哲

学

に
於

て
受

け

納

れ

ら

れ

な

か

っ
た

最

終

の
表

現

は
関

係

乃

至

通

交

と
し

て

で

な

く

、

関

与

(℃
9
【
雪
〇
一℃
9
戸
一〇
口
)

と

し

て
解

さ

る

べ
き

よ

う

な

或

る

も

の
を

十

全

的

に

訳
出

す

る

と

考

え
ら

れ

る

。

…
…

従

来

の

も

の
を

集

積

し

、

ヤ

ス
パ

ー

ス

に
従

っ
て

私

が

基

礎
的

境

位

と

呼

ぶ
も

の
を

正
確

化

し

よ

う

と

し

た

場

合

、

私

が

見

出

し

た

第

一
の
も

の
は

そ

れ

を

そ

れ
自

身

と

の
関

係

に
於

て
捉

え

ら

れ

る

或

る

本

質

(Φ
昌
蹄暮
①
)

と

の
関

係

に
於

て
偶

然

と

は

看

倣

さ

な

い

で
、

そ
れ

と

は

別

な

も

の

を

占

有

す

る

こ
と

で
あ

っ
た

」

(β

α
r

℃
,

ω
甲

恕

)

と

述

べ

て

い

る
。

か

か

る
成

果

に

関

す

る

評

価

を

最

近

著

『
道

程

に
於

て
如

何

な

る
目

醒

め

を

目

指

す

か

』

中

の
表

白

「
か

か

る

表

題

が

言

外

に
暗

示

す

る

の

は

漂

流

と

は

混

同

さ

れ
な

い
進

展

の
思
惟

で
あ

る

が
、

此

処

で

は

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー

的

な

思

想

に
対

す

る
私

の

主

た

る

反

論

の

一
つ
が

出

来

る
だ

け

明

晰

に
し

る

さ
れ

る
」

(国
ロ

筈

Φ
邑

p

<
①
「ω
金

巴

ひ
く
①
団夷

℃
為

①
)

と
読

み

比

べ
る

と

、

マ

ル

セ

ル

の

ド

イ

ツ
実

存

主

義

に
対

す

る

対
決

の
姿

勢

が

う

か

が

わ

れ

る

。

㈲

O
」
≦
母
8
r

℃
o
ω三
〇
昌

簿

〉
℃
℃
8
°
プ
①
ω

8
口
゜
「
働
2

山
仁

]≦
誘

融
お

〇
三
〇
δ
σq
β
=
ρ

ロ
卑
雰

℃
巽

O
°
○
ぎ

昌
ρ

ひ
9

ω
鋤
口
・゚
げ
島
ゴ
P

日
。
評
図
ρ

℃
」

°

因

み

に
本

書

は

一
九

四

九

年

発

刊

さ

れ

た

が

、

そ

の

制

作

年
代

は

一
九

三

三
年

で

あ

り

、

元

来

は

劇

作

晶

『
老

廃

し

た

世

界

」

(ζ

。
邑

①
8

ω鴇
)
の

附

録

と

し

て
掲

載

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

へ9

刀
゜

↓
「・
ぼ
・
巨
巴
口
ρ

。
℃
°

。
一ご

叶
゜

国

噂

で
゜
ω
○○
いっ
)

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題
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マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題

⑯

「
私
は

『存
在
論
的
秘
義
の
方
位
と
そ
れ
の
具
体
的
近
接
』
と
い
う
表
題
の
下
に
老
廃
し
た
世
界
を
追
及
す
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
不
滅
の
価
値
を
措
く
」
(。捗
国
邑
。。8
昌
↓邑
δ
ヨ
①
。げ
み
一δ
p

(30)(29)(28)(27)(26)(25>(24)(23)(22)(21)(2①(19)(18)(17)

お

ρ ρ ρ ρ 鑑 ρ ρ ρ ρ ρ ρ99ミ

§w§wmn§ § ρ ρ 乱
8888888ζ ζ 口
㌍ 、2一一 よ一 」一一 鴇h喝 」一一M一 鋤w

)

円
巴
噂

『
o
巴

勺
o
°・
三

8

°

2

>

署

『
0
9

①
乙。

8

昌
自

9

①
。゚

含

】≦

岩

吊

お

〇
三

〇
}
o
αq
5

信
ρ

い

U

¢

幻

Φ
ぼ

ω

抄

ゼ
.ぎ

く
0
8

昏

p

℃
,

恥。
⑩
-
ω
ρ

○

℃
°

窪

二

℃
』

Q。
°

O

℃
°

α

r

℃
°
ω
一
゜

O

,

息

鯨こ

℃
。
ω
ω
゜

○

や
゜

窪

こ

℃
ム

OQ
°

○

や

。
凶
f

7

綬

゜

ピ

①

]≦

岩

審

「
①

畠
①

じ
.師
q
ρ

〉

<
き

け
,
窟

o
℃
o
ω
噛

戸

ご

℃
°
9

6

凹

゜

℃
°

bっ
O
ρ

一
〇
α
]
"
〉

く
鋤
三

-鷲

o
℃
o
ω
"

戸

H

"

℃
°
9

0
F

℃

け
゜
閏

"

℃
°
一
〇〇
県

℃
為

゜

ピ
Φい
ゴ
o
旨
B
霧

8
韓
お

鴨
げ
oヨ
ヨ
ρ

ζ
p『8
一

じ
①
】≦
図
ω一騨
①
号

い
.警
3

0
,

]≦
費
8
γ

筐
鉱
こ
℃
し
Q。刈
θ

ζ
費
8
一曽
O
℃
°
o闘一゚
℃
叶唇
H
ψ
℃°OQ。

例
え
ば

「
…
…
此
の
点

(技
術
主
義
が
包
蔵
す
る
無
の
名

に
於
け
る
人
間
性
の
杏
定
)
で
ア
メ
リ
カ
的
な
技
術
主
義
と
ソ
連
的
世
界
が
目
指
す
そ
れ
と
に

一
様
な
非
難
を
加
え
る
こ
と
が

或
る
限
度
内
で
許
さ
れ
る
」
(ピ
①ω
ぎ
ヨ
ヨ
Φ゚。
8
葺
Φ
一、ぎ
ヨ
ヨ
ρ
や
お
。・
)。
そ
れ
は
然
し
マ
ル
セ
ル
が
技
術
と
技
術
主
義
と
を
無
差
別
的
に
混
同
し
、
前
者
の
有
用
性
を
破
棄
し
た
意
味
で

な
く
、

『
拒
否
人
』
の
名
に
於
て
技
術
主
義
者
が
触
発
す
る
反
宗
教
的
動
向
の
抑
止
の
線
か
ら
主
と
し
て
技
術
の
復
権
を
展
望
し
、
技
術
を
世
界
内
存
在
に
即
し
て
位
置
付
け
る
配
慮
に
乏

し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
基
礎
科
学
の
同
質
的
裁
断
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
は
両
者
の
反
省
面
で
の
画

一
的
連
続
的
措
定
の
言
説
に
明
ら
か
で
あ
る
。
(。{」

ぼ
ὰ

℃』
2
)

か
か
る
扱
は

『
人
間
、
こ
の
問
わ
れ
る
も
の
』
に
於
て
も
持
ち
越
さ
れ
て
い
る

(。{°
O
°
ζ
聖
8
一

じ
、=
。ヨ
日
①
蜜
。げ
5
ヨ
豊
巷
ρ

お
㎝頓
"
署

2゚

g

謬
)

⑳

「
(祈
願
を
)
拒
む
人
間
は
か
か
る
卓
越
し
た
原
埋
と
断
絶
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
存
在
論
的
属
性
を
欠
い
だ
虚

構
物
で
置
き
換
え
よ
う
と
徒
ら
に
努
め
て
い
る
」
(じ
2

ぎ
ヨ
ヨ
①の
8
暑

Φ

一ゴ
⊆
ヨ
巴
P

℃
°
6
①
)

㈱

例
え
ば

「
然
し

一
方
技
術
と
他
方
入
間
存
在
と
の
間
に
設
定
さ
れ
る
具
体
的
関
係
に
付
て
問
う
必
要
が
あ
る
。
此
処
で
事
態
は
紛
糾
す
る
が
、
技
術
が
必
要
で
あ
る
だ
け
に
益
々
そ
れ
は

そ
れ
自
身
既
に

一
つ
の
技
術
と
な

っ
て
い
る
習
慣
と
し
て
の
所
有
に
同
化
出
来
る
。
…
…
人
は
全
く

一
般
的
に
記
録
の
昂
揚
が
聖
な
る
も
の
に
付
て
の
感
情
の
衰
弱
と
消
耗
を
伴
う
と
言
う

こ
と
が
出
来
る
」
P
。・。
ぎ
ヨ
ヨ
Φω
8
曇
「①
一げ
ニョ
巴
p

局
,
窪

2

①
㎝)

圃

勿
論
此
処
で
体
系
と
い
う
語
は
形
式
的
整
備
に
だ
け
傾
む

く
組
成
の
手
続
で
な
く
て
、
理
論
的
脈
絡
で
あ
る
。

そ
れ
が
孕
む
の
は
静
的
ま
と
ま
り
で
な
く
て
、
所
謂
体
系
な
き
体
系
の
意

味
で
の
首
尾

一
貫
性
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
が
最
近
著
で
開
陳

し
た
反
体
系
論

二

九
二
七
年
頃
私
は
現
代
哲
学
に
は
…
…
体
系
に
似
た
も
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
私
の
深
い
傾
向
に
反
す
る

一220一



も
の
が
あ
る
点
を
考
慮
し
た
。
か
か
る
条
件
か
ら

『
形
而
上
学
日
誌
』

体
系
観
迄
排
す
る
も
の
で
は
な
い
意
味
に
受
取
る
。

の

刊

行

は
態

度

決

定

の
性

格

を

持

つ
」

(
。
捗

国
ロ

9

①
日
旦

く
①
「ω
,ρ
自
9

曾

①
二

ぎ

℃
』

b。
)
も

之

を

後

者

の
意

味

で

の

一221一

 

マ
ル
セ
ル
哲
学
に
於
け
る
所
有
の
問
題


