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「
永
劫
回
帰
」
に
お
け
る
死

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
ニ
ー
チ
ェ 

１
』、

『
存
在
と
時
間
』
を
手
が
か
り
に

―

（
筑
波
大
学
大
学
院
）　

丸　

山　
　
　

徹

　

ニ
ー
チ
ェ
の
永
劫
回
帰
思
想
は
、
今
こ
の
瞬
間
は
無
限
に
繰
り
返
さ
れ
る
、
と
い

う
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
度
き
り
の
生
と
そ
の
消
滅
お
よ
び
永
遠
の
無
と
い
う

生
と
死
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
観
念
と
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
永
劫
回
帰

思
想
に
お
い
て
死
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
『
ニ
ー
チ
ェ
１
』「
等
し
い
も
の
の
永
劫
回
帰
」
と
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
時

間
性
」
お
よ
び
死
に
つ
い
て
の
議
論
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

解
釈
し
た
「
永
劫
回
帰
」
思
想
に
お
け
る
死
の
位
置
づ
け
を
探
求
し
、
不
可
避
に
思

わ
れ
る
死
の
乗
り
越
え
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
「
幻
影
と
謎
」
で
、
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
門
道
と

そ
れ
を
挟
ん
で
永
遠
に
延
び
る
二
つ
の
道
に
つ
い
て
「
こ
の
二
つ
の
道
は
永
遠
に
相

い
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
問
う
。
侏
儒
が
、
す
べ
て
の
真
理
は
曲
線

で
あ
り
時
間
も
ま
た
円
環
で
あ
る
と
答
え
る
と
、
こ
れ
に
対
し
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ

は
「
見
よ
、
こ
の
瞬
間
を
！
」
と
答
え
て
、
門
道
か
ら
う
し
ろ
へ
永
遠
に
続
く
道
の

中
で
起
こ
り
う
る
す
べ
て
の
出
来
事
が
既
に
無
限
回
起
こ
っ
た
こ
と
、「
こ
の
瞬
間
」

が
そ
れ
ら
す
べ
て
の
出
来
事
と
「
こ
の
瞬
間
」
自
体
を
伴
っ
て
無
限
に
回
帰
す
る
こ

と
を
告
げ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
ニ
ー
チ
ェ 

１
』
に
お
い
て
、
侏
儒
は
門
道
（
瞬
間
）
に
お
い

て
二
つ
の
道
が「
鉢
合
わ
せ
」し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
と
い
う
。

「
こ
の
瞬
間
」
の
外
に
立
つ
侏
儒
に
と
っ
て
「
今
」
は
無
限
に
同
様
に
や
っ
て
来
て

は
過
ぎ
去
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
将
来
と
過
去
と
の

衝
突
」
で
あ
る
「
こ
の
瞬
間
」
の
う
ち
に
立
つ
。
そ
れ
は
「
将
来
の
う
ち
へ
と
入
り

込
ん
で
行
動
し
」「
同
時
に
過
去
を
肯
定
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
何
が
回
帰
す
る
か

を
そ
の
「
瞬
間
」
が
決
定
す
る
と
い
う
。

　
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、
現
存
在
は
お
の
れ
の
最
も
固
有
な
、
没
交
渉
的

な
、
追
い
越
し
え
な
い
存
在
可
能
性
と
し
て
の
死
に
直
面
し
、
そ
こ
か
ら
不
断
に
逃

避
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
現
存
在
は
こ
の
死
へ
と
先
駆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来

的
に
、
全
体
的
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
先
駆
的
決
意
性
は
、
現
存
在

が
「
お
の
れ
の
最
も
固
有
な
可
能
性
に
お
い
て
お
の
れ
へ
と
到
来
」
し
、
そ
の
限
り

で
「
本
来
的
に
既
在
し
つ
つ
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
お
い
て
の
み

可
能
で
あ
る
。
本
来
的
な
時
間
で
あ
る
「
時
間
性
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
既
在
し
つ

つ
現
成
化
す
る
到
来
」
と
し
て
「
時
熟
」
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
『
ニ
ー
チ
ェ 

１
』
と
『
存
在
と
時
間
』
の
議
論
を
比
較
し
た
と
き
、

「「
瞬
間
」
の
う
ち
に
立
つ
」
と
は
、
お
の
れ
の
最
も
際
立
っ
た
存
在
可
能
性
で
あ
る

死
へ
と
先
駆
し
、
そ
れ
を
可
能
性
と
し
て
耐
え
つ
つ
、
す
で
に
そ
こ
に
存
在
し
た
お

の
れ
を
取
り
返
す
こ
と
、
つ
ま
り
「
本
来
的
に
到
来
的
に
お
の
れ
の
既
在
で
あ
る
こ

と
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

同
一
物
の
永
劫
回
帰
に
お
い
て
、
お
の
れ
の
最
も
固
有
な
存
在
し
う
る
こ
と
に
直
面

し
そ
こ
か
ら
逃
避
す
る
侏
儒
に
と
っ
て
は
、
死
は
存
在
の
断
絶
と
し
て
無
限
回
繰
り

返
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
お
の
れ
の
存
在
可
能
性
と
し
て
の
死
を
引
き
受
け
耐
え
抜
く

ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、
永
遠
を
含
ん
だ
「
こ
の
瞬
間
」
の
う
ち
に
立
つ
の
で
あ
る
。

第
四
十
回
学
術
大
会
発
表
要
旨
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ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る

　

世
界
内
存
在
と
超
越
の
問
題
に
つ
い
て

 （
筑
波
大
学
大
学
院
）　

松　

島　

恒　

煕

　

本
発
表
で
は
、
現
存
在
が
世
界
に
存
在
す
る
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
事
態
な

の
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
世
界
内
存
在
」
や
「
超
越
」
概
念
を
参
照
し
な
が
ら
考
察

し
た
。

　

ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
概
念
に
着
目
す
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
現
存
在
の
存
在
体
制
を
「
世
界
内
存
在In-der-W

elt-sein

」
と
し
て
規
定

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
「
内
存
在in-Sein

」
と
は
、「
コ
ッ
プ
の
「
内
」
に
あ
る

水
、
タ
ン
ス
の
「
内
」
に
あ
る
衣
類
の
よ
う
に
、
他
の
存
在
者
の
「
内
」
に
あ
る
存

在
者
の
存
在
様
式
」（SZ 54

）
と
し
て
の
空
間
的
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、「「
内in

」
はinnan

に
由
来
し
、
住
む
、
居
住
す
る
、
滞
在
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、「
でan

」
は
、
私
は
慣
れ
て
い
る
、
何
々
と
親
し
ん
で
い
る
、
或
る
こ

と
に
従
事
し
て
い
る
」（SZ 54

）
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
現
存
在
は
、
身
の

回
り
の
有
意
義
な
存
在
者
と
交
渉
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
有
意
義
な
世
界
は
、
不
安
と
い
う
現
存
在
の
根
本
気
分
に
お

い
て
「
完
全
な
無
意
義
性
と
い
う
性
格
を
も
つ
」（SZ 186

）
と
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
世
界
が
無
意
義
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
不
在
に
な
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
存
在
は
無
意
義
化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
な
お
世
界
内
存

在
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。「
決
意
性
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
と
し
て
、
現
存

在
を
そ
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
た
り
、
宙
に
浮
い
た
自
我
へ
と
孤
立
さ
せ
た
り
は
し

な
い
。﹇
中
略
﹈
と
い
う
の
も
本
来
的
開
示
性
と
し
て
、
世
界
内
存
在
と
し
て
以
外

は
け
っ
し
て
本
来
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」（SZ 298

）。
そ
れ
で

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
本
来
的
な
世
界
内
存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。

　

そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
超
越
」
概
念
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
一
九
二
九
年
講
義
「
形
而
上
学
と
は
何
か
」
に
お
い
て
、
不
安
に
お
け
る
世

界
の
無
意
義
化
の
こ
と
を
「
超
越
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。「
無
の
内
へ
自
身
を
投
げ

込
ん
で
保
ち
つ
つ
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
す
で
に
全
体
と
し
て
の
存
在
者
を
越
え
て
い

る
。
存
在
者
を
越
え
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
超
越
と
名
づ
け
る
」（G

A
9, 115

）。
こ

の
「
超
越
」
に
お
い
て
現
存
在
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
越
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、「
世
界
」
へ
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
へ
向

か
っ
て
現
存
在
が
現
存
在
と
し
て
超
越
す
る
と
こ
ろ
を
世
界
と
名
づ
け
、
そ
し
て
超

越
を
世
界
―

内
―

存
在
す
る
こ
と
と
し
て
規
定
す
る
」（G

A
9, 139 

）。

　

そ
し
て
こ
の
「
超
越
」
と
し
て
の
世
界
内
存
在
す
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

『
哲
学
入
門
』
に
お
い
て
「
賭
け
／
遊
びSpiel

」
と
し
て
語
る
よ
う
に
な
る
。「
賭

け
る
／
遊
ぶ
こ
と
を
私
た
ち
は
世
界
―

内
―

存
在
す
る
こ
と
、
超
越
と
呼
ぶ
」（G

A
27, 

316

）。
世
界
内
存
在
と
は
、
ま
さ
に
「
賭
け
」
で
あ
り
「
遊
び
」
で
あ
る
。
本
発
表

で
は
こ
の
「
賭
け
／
遊
び
」
概
念
が
現
存
在
の
本
来
性
に
お
け
る
世
界
内
存
在
を
意

味
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
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う
ら
み
と
「
甘
え
」
の
欲
求

 （
筑
波
大
学
大
学
院
）　

岸　

本　
　
　

崇

　

私
た
ち
が
誰
か
を
／
何
か
を
「
う
ら
む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
発
表
は
土
居
健
郎
『「
甘
え
」
の
構
造
』
を
「
う
ら
み
」
解
釈
の
中
心
に
置
き
、

う
ら
み
の
根
底
に
あ
る
精
神
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

　
「
う
ら
み
」
は
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
不
当
な
仕
打
ち
」
に
対
し
て
起
こ
っ
て

く
る
感
情
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
「
報
復
を
す
る
」
と
い
っ
た

手
段
に
よ
っ
て
は
、
実
は
解
消
さ
れ
え
な
い
。

　

土
居
健
郎
は
「
う
ら
み
」
を
「
甘
え
が
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
相
手
に
敵
意

を
向
け
る
こ
と
」
と
述
べ
、「
甘
え
ら
れ
な
い
心
理
」
に
関
す
る
の
も
の
と
し
て
定

義
し
て
い
る
。
他
者
と
の
一
体
感
を
求
め
る
「
甘
え
」
は
誰
も
が
持
っ
て
い
る
欲
求

で
あ
り
「
依
存
」
と
異
な
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
そ
の
欲
求
が
満
足
す
る
か
ど
う
か
は
、
甘
え
を
受
け
入
れ
る
側
の
他
者

次
第
で
あ
り
、
甘
え
は
傷
つ
き
や
す
く
非
常
に
不
安
定
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
実
際
に
拒
絶
さ
れ
た
り
、
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と

疑
惑
を
抱
い
た
り
す
る
と
、
甘
え
は
容
易
に
う
ら
み
へ
と
転
換
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
う
ら
み
が
発
生
す
る
発
端
に
は
他
者
と
繋
が
り
た
い
と
い
う
欲
求
が
あ
る
た

め
、
真
に
「
う
ら
み
が
晴
れ
る
」
た
め
に
は
、
他
者
と
の
一
体
感
を
求
め
る
欲
求
を

回
復
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

う
ら
み
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
、
自
分
自
身
を
被
害
者
の
立
場
に
お
き
、
相
手
を
加
害

者
と
し
て
非
難
し
仕
返
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
何
一
つ
問
題
は
解
決
し
な
い
。

だ
が
う
ら
み
を
抱
い
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
が
他
者
に
依
存
し
て
い
る
事

実
は
曖
昧
な
ま
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
ま
ず
は
自
身
の
「
孤

独
感
」
や
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
相
手
へ
の
欲
求
に
自
覚
的
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
に
は
恨
み
に
陥
り
や
す
い
受
け
身
的
な
姿
勢
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
「
依
存
心
を
断
ち
、
独
り
で
生
き
る
べ

き
だ
」
と
言
う
だ
け
で
は
片
手
落
ち
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他

者
と
繋
が
り
た
い
と
い
う
欲
求
自
体
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
欲

求
の
抑
圧
こ
そ
が
、
う
ら
み
を
抱
く
に
至
る
ま
で
に
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

自
身
の
感
情
や
欲
求
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
う
ら
み
や
依
存
の
よ
う
な
ね
じ
れ

た
関
係
で
は
な
い
、
互
い
に
自
立
し
た
人
間
同
士
の
健
全
な
信
頼
関
係
に
基
づ
い
た

か
か
わ
り
あ
い
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
在
り
方
を
、
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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ジ
ョ
ン
・
ペ
ッ
カ
ム
と
世
界
の
永
遠
性

（
日
本
学
術
振
興
会
／
慶
應
義
塾
大
学
）　

石　

田　

隆　

太

　

本
発
表
の
目
的
は
、
ジ
ョ
ン
・
ペ
ッ
カ
ム
と
い
う
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ス
コ
ラ
学

者
が
世
界
の
始
ま
り
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
議
論
を
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
哲
学
的
な
含
意
を
汲
み
取
る
こ
と
に
あ
る
。
世
界
の
始
ま
り
に
関
す
る

ペ
ッ
カ
ム
の
立
場
に
つ
い
て
言
及
す
る
研
究
は
た
し
か
に
多
数
あ
る
も
の
の
、
彼
の

議
論
を
単
独
で
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
議
論

そ
の
も
の
を
批
判
的
に
紹
介
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ペ
ッ
カ
ム
が
与
し
て
い
る
哲
学

的
な
考
え
に
つ
い
て
の
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
を
目
指
し
た
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
世
界
は
生
成
し
た
と
言
う
プ
ラ
ト
ン
（『
テ
ィ
マ
イ

オ
ス
』）
と
、
そ
れ
は
永
遠
の
も
の
だ
と
言
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（『
天
に
つ
い
て
』、

『
自
然
学
』）
の
間
に
は
、
世
界
の
あ
り
方
に
関
す
る
或
る
一
つ
の
対
立
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、
世
界
に
は
始
ま
り
が
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
と
し
て
定
式
化
で

き
る
。
こ
の
問
題
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
理
性
と
信
仰
、
な
い
し
哲
学
と

神
学
と
い
う
二
つ
の
機
軸
を
新
た
に
備
え
て
再
び
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
。
例
え
ば

印
象
的
な
こ
と
に
、
世
界
の
永
遠
性
と
い
う
学
説
は
、
他
の
十
二
の
学
説
と
と
も

に
、
一
二
七
〇
年
に
パ
リ
司
教
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
タ
ン
ピ
エ
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
文

書
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
て
い
る
。
タ
ン
ピ
エ

が
こ
う
し
た
方
向
を
一
二
七
七
年
の
さ
ら
な
る
禁
令
に
よ
っ
て
よ
り
強
め
る
こ
と
に

な
っ
た
一
つ
の
き
っ
か
け
は
、
パ
リ
大
学
（
特
に
学
芸
学
部
）
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
哲
学
の
受
容
だ
ろ
う
。
中
で
も
、
当
時
学
芸
学
部
に
所
属
し
て
い
た
ブ
ラ
バ

ン
テ
ィ
ア
の
シ
ゲ
ル
ス
と
ダ
キ
ア
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
と
い
う
二
人
の
人
物
の
活
動
が

知
ら
れ
て
い
る
。「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」
な
い
し
「
異
端
的
な

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
」
と
し
て
後
世
に
理
解
さ
れ
る
彼
ら
の
立
場
は
、
世
界
の
永

遠
性
を
容
認
す
る
が
ゆ
え
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
で
あ
る
無
か
ら
の
創
造
に
抵
触

す
る
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
二
人
は
パ
リ
を
逃
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
で
は
な
い
ス
コ
ラ
学

者
た
ち
は
、
世
界
の
永
遠
性
と
い
う
学
説
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
を
示
し
て
い

る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
信
仰
の
う
え
で
は
世
界
に
始
ま
り
が
あ
る
こ
と
を

認
め
る
一
方
で
、
理
性
的
に
は
世
界
に
始
ま
り
が
あ
る
か
ど
う
か
は
論
証
で
き
な
い

と
考
え
て
い
る
。
ト
マ
ス
の
こ
の
主
張
は
基
本
的
に
、『
神
学
大
全
』
を
書
く
前
か

ら
保
持
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
後
に
も
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
哲
学

的
に
は
不
可
知
論
だ
と
言
え
る
。
そ
の
基
本
的
な
路
線
は
、『
世
界
の
永
遠
性
に
つ

い
て
』
と
い
う
小
著
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
は
反
対
に
、
ト
マ
ス
が
『
世
界
の
永
遠
性
に
つ
い
て
』
を
書
く
き
っ
か
け

を
お
そ
ら
く
与
え
た
一
人
が
、
世
界
に
始
ま
り
が
あ
る
こ
と
は
信
仰
箇
条
と
し
て
受

け
入
れ
た
う
え
で
、
そ
の
こ
と
を
理
性
的
に
証
明
も
で
き
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ

の
人
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
主
役
ジ
ョ
ン
・
ペ
ッ
カ
ム
で
あ
る
。
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内
的
義
務
と
は
何
か

―
カ
ン
ト
の
義
務
論
か
ら
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
義
務
論
へ
の
遡
行

（
筑
波
大
学
）　

千　

葉　
　
　

建

　

本
発
表
は
、
カ
ン
ト
が
『
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
で
言
及
し
た
「
内
的

義
務
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

の
義
務
論
、
と
り
わ
け
マ
イ
ア
ー
の
『
一
般
実
践
哲
学
』（
補
助
的
に
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
『
第
一
実
践
哲
学
の
原
理
』）
に
お
け
る
「
義
務
」（Pflicht, officium

）
お

よ
び
「
義
務
づ
け
」（Verpflichtung, obligatio
）
の
概
念
の
分
析
を
行
っ
た
。

　

ペ
イ
ト
ン
を
始
め
と
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
内
的
義
務
」

は
「
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
」
を
意
味
し
、「
外
的
義
務
」
は
「
他
人
に
対
す
る

義
務
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
内
的
義
務
／
外
的
義
務
、
完
全
義

務
／
不
完
全
義
務
と
い
う
区
分
は
、
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
「
学
校
で
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
用
語
法
」
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
大
学
を
席
巻
し
て
い
た
ヴ
ォ
ル
フ
学
派

に
お
け
る
用
語
法
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
仮
に
内
的
義
務
＝
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
、
外
的
義
務
＝
他
人
に
対
す
る

義
務
と
い
う
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
内
的
外
的
義
務
や
外
的
内
的
義
務
は
形
容
矛

盾
で
あ
る
か
ら
、「
自
分
自
身
に
対
す
る
外
的
義
務
」
や
「
他
人
に
対
す
る
内
的
義

務
」
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
マ
イ
ア
ー
の
『
一
般
実

践
哲
学
』

§287

で
は
、
内
的
義
務
と
し
て
、
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
の
ほ
か
に
、

神
に
対
す
る
義
務
や
、
他
人
に
対
す
る
義
務
、
さ
ら
に
は
人
間
以
外
の
有
限
な
存
在

者
（
天
使
、
動
植
物
、
無
生
物
）
に
対
す
る
義
務
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
こ
で
は
内
的
義
務
／
外
的
義
務
の
区
別
は
自
分
自
身
に
対
す
る
義
務
／
他
人
に
対

す
る
義
務
の
区
別
と
は
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
に
お
い
て
内
的
義
務
と
は
何
か
。
こ
れ
を
解
明
す
る
た

め
に
は
、「
義
務
」
と
「
義
務
づ
け
」
と
の
違
い
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

義
務
づ
け
と
は
「
あ
る
自
由
な
行
為
へ
と
道
徳
的
に
強
要
す
る
こ
と
」（
マ
イ
ア
ー
、

§.67

）
で
あ
り
、
義
務
と
は
「
義
務
づ
け
ら
れ
る
自
由
な
行
為
」（
マ
イ
ア
ー
、

§.186

）
を
指
す
。
義
務
づ
け
の
う
ち
で
、
不
本
意
な
行
為
へ
の
義
務
づ
け
は
「
道

徳
的
強
制
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
不
履
行
時
に
他
人
に
よ
る
「
威
圧
」（E

rpressung

）

と
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
、「
外
的
義
務
づ
け
」
と
呼
ば
れ
る
（
マ
イ
ア
ー
、§.133

）。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
威
圧
へ
の
恐
怖
以
外
の
動
機
に
基
づ
く
義
務
づ
け
は
す

べ
て
「
内
的
義
務
づ
け
」
と
呼
ば
れ
る
（
マ
イ
ア
ー
、

§.134

）。
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
、
内
的
義
務
は
内
的
義
務
づ
け
だ
け
を
も
つ
が
、
外
的
義
務
は
外
的
義
務
だ

け
で
な
く
内
的
義
務
づ
け
も
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
学

派
の
義
務
論
は
、
他
人
が
外
的
に
強
制
で
き
ず
、
内
的
な
義
務
づ
け
だ
け
が
可
能
な

「
内
的
義
務
」
の
領
域
に
〈
道
徳
〉
を
定
位
す
る
と
と
も
に
、「
外
的
義
務
」
に
関
す

る
〈
法
〉
の
領
域
に
も
「
内
的
な
義
務
づ
け
」
を
導
入
す
る
こ
と
で
〈
法
の
道
徳
性
〉

を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
特
長
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

最
後
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
こ
う
し
た
内
的
義
務
／
外
的
義
務
、
内
的
義
務
づ
け

／
外
的
義
務
づ
け
の
区
別
の
影
響
が
、
カ
ン
ト
の
『
道
徳
の
形
而
上
学
』
に
お
け
る

「
徳
の
義
務
」
と
「
法
の
義
務
」
の
区
別
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。


