
1 ハイデガーの本来性における世界内存在の可能性について

は
じ
め
に

　

人
間
が
世
界
に
存
在
す
る
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の

か
。
そ
の
世
界
と
の
関
わ
り
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
本
論
は
こ
れ

ら
の
問
い
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
世
界
内
存
在
﹂﹁
超
越
﹂
と

い
っ
た
概
念
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
試
み
で
あ
る
。

　

周
知
の
通
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
現
存
在
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

︶︶
1
︵

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

な
く
て
、﹁﹁
内in

﹂
はinnan

に
由
来
し
、
こ
れ
は
、
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
、
私
は
或
る
こ
と
に
従
事
し
て
い
る
﹂︵SZ 

54

︶
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て

は
、﹁
私
が
あ
るich bin

﹂
と
い
う
の
は
、﹁
何
々
の
も
と
でbei

、
つ

ま
り
、
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か
に
親
し
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
世
界

の
も
と
で
住
ん
で
い
る
、
滞
在
し
て
い
る
﹂︵SZ 54

︶
こ
と
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
常
的
な
現
存
在
は
そ
の
よ
う
な
有
意
義
な

世
界
に
お
い
て
身
の
回
り
の
存
在
者
と
交
渉
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
日
常
的
な
現
存
在
が
慣
れ
親
し
ん
で

い
る
有
意
義
な
世
界
は
、
不
安
に
お
い
て
死
へ
と
先
駆
的
に
決
意
す

る
こ
と
で
崩
壊
し
、﹁
完
全
な
無
意
義
性
と
い
う
性
格
を
も
つ
﹂︵SZ 

186

︶
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
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
の
で
あ
る
。﹁
不
安
は
、
現
存
在
が
不
安
が
る
当
の

も
の
、
つ
ま
り
現
存
在
の
本
来
的
な
世
界
内
存
在
の
可
能
性
を
め
が
け

て
、
現
存
在
を
投
げ
返
す
﹂︵SZ 187

︶。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の

不
安
に
お
い
て
、
本
来
的
な
世
界
内
存
在
の
可
能
性
が
現
存
在
に
示
さ

れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
い
か
な
る
在
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
。
周
知
の

　
　
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
本
来
性
に
お
け
る
世
界
内
存
在
の
可
能
性
に
つ
い
て

松
　
島
　
恒
　
煕



2

通
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
点
に
関
し
て
具
体
的
な
内
実
を
語
っ
て
は

い
な
い︶

2
︵

。
そ
の
た
め
、
本
来
性
に
お
け
る
世
界
内
存
在
は
原
理
的
に
困

難
で
あ
る
、
も
し
く
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
論
者
も
少
な
く
な

い
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
者
の
指
摘
を
確
認
し
、﹃
存
在
と

時
間
﹄
と
同
時
期
の
著
作
や
講
義
録
に
お
け
る
記
述
も
参
照
し
な
が

ら
、﹁
本
来
的
な
世
界
内
存
在
﹂
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き

た
い
。

第
一
節　

日
常
性
に
お
け
る
「
世
界
」

　

先
に
指
摘
し
た
通
り
、
現
存
在
の
存
在
体
制
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
世

界
内
存
在
﹂
と
し
て
規
定
す
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、
日
常
的
な
世
界
内

存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
周
知
の
通
り
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
い
て
、
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析

論
を
﹁
日
常
性
﹂
と
い
う
在
り
方
か
ら
出
発
さ
せ
る
。
そ
の
﹁
日
常
性
﹂

と
は
、﹁
現
存
在
が
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
無
差
別
に
と
っ
て
い
る
﹂

︵SZ 43

︶
在
り
方
で
あ
り
、
し
か
も
﹁
積
極
的
な
現
象
的
性
格
﹂︵SZ 

43

︶
と
し
て
現
存
在
分
析
の
起
点
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
現

存
在
の
日
常
的
な
在
り
方
は
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
非
本
来
的
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
の
日
常
的
な
在
り
方
は
、﹁
お

の
れ
の
世
界
に
よ
っ
て
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
﹂︵SZ 113

︶
の
で
あ
り
、

世
界
へ
の
﹁
頽
落
﹂
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
こ
の
﹁
頽
落
﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
現
存
在
の
日
常
的
な
在
り

方
に
否
定
的
な
価
値
評
価
を
与
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　

 

頽
落
と
い
う
こ
の
名
称
は
、
な
ん
ら
否
定
的
な
評
価
を
言
い
あ
ら

わ
す
の
で
は
な
く
、
現
存
在
が
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
配
慮

的
に
気
遣
わ
れ
た
﹁
世
界
﹂
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
何
か
の
も

と
に
没
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
て
い
は
世
人
の
公
共

性
の
う
ち
へ
と
喪
失
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

現
存
在
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
し
う
る
こ
と
と
し
て
の
お
の
れ

自
身
か
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
つ
ね
に
す
で
に
脱
落
し
、﹁
世
界
﹂

に
頽
落
し
て
い
る
。︵SZ 175

︶

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
あ
く
ま
で
分
析
の
出
発
点
と
し
て
、﹁
世
界
﹂
の
も

と
に
存
在
し
て
い
る
現
存
在
の
在
り
方
を
頽
落
と
呼
ん
だ
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
評
価
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の

﹁
世
界
﹂
に
お
い
て
現
存
在
は
﹁
内
存
在
﹂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
﹁
日
常
的
世
界
内
存
在
を
、
世
界
の
内
で
の
、
か
つ
ま
た

世
界
内
部
的
な
存
在
者
と
の
交
渉U

m
gang

と
名
づ
け
る
﹂︵SZ 66

︶

の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
交
渉
に
お
い
て
世
界
で
出
会
わ
れ
る
の
は
﹁
文

房
具
、
裁
縫
具
、
仕
事
や
乗
用
や
測
量
の
た
め
の
道
具
﹂︵SZ 68

︶
で



3 ハイデガーの本来性における世界内存在の可能性について

あ
る
。
日
常
的
な
世
界
に
お
い
て
身
の
回
り
の
存
在
者
は
﹁
何
々
す
る

た
め
の
手
段
で
あ
る
も
の
﹂︵SZ 68

︶、
す
な
わ
ち
道
具
的
存
在
者
と

し
て
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
道
具
は
、﹁
一
つ
の
道
具

だ
け
が
﹁
存
在
し
て
い
る
﹂
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
。
道
具
の
存
在
に

は
そ
の
つ
ど
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
道
具
全
体
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
う
し
た
道
具
全
体
の
う
ち
で
そ
の
道
具
は
、
そ
の
道
具
が
そ
れ

で
あ
る
当
の
道
具
で
あ
り
う
る
﹂︵SZ 68

︶
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

日
常
的
に
現
存
在
が
﹁
内
存
在
﹂
と
し
て
交
渉
し
て
い
る
﹁
世
界
﹂
と

は
、
道
具
的
存
在
者
の
有
意
義
な
連
関
と
し
て
の
﹁
世
界
﹂
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
現
存
在
の
﹁
世
界
﹂
に
お
い
て
は
、
身
の
回
り
の
存
在

者
が
第
一
次
的
に
は
事
物
的
に
で
は
な
く
、
道
具
的
に
出
会
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
鉛
筆
と
い
う
存
在
者
は
、
先
が
細
長
く
尖
っ
て
い
て
、
質
量

と
体
積
を
も
つ
﹁
事
物
的
存
在
者Vorhandenes
﹂
と
し
て
、
す
な
わ

ち
物
理
的
な
観
察
対
象
と
し
て
出
会
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
物
理
的
な
認
識
作
用
に
お
い
て
は
、
そ
の
鉛
筆
を
使
用
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
日
常
性
に
お
い
て
現
存
在
は
、
書
く
た
め
の
道
具
と

し
て
﹁
鉛
筆
﹂
に
第
一
次
的
に
出
会
う
の
で
あ
る
。﹁
そ
れ
は
何
で
あ

る
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
れ
は
何
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
ひ
と
は
何
を
す
る
の
か
、
そ
れ
は
誰
の
た
め
に
あ
る
の
か
、
そ

れ
は
何
で
あ
る
べ
き
か
、
誰
が
そ
れ
を
作
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
い

か
け
の
う
ち
で
解
明
さ
れ
る
﹂︵G

A
63, 95

︶。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
世

界
に
お
け
る
身
の
回
り
の
存
在
者
は
、
現
存
在
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
ど

の
よ
う
に
交
渉
す
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
出
会
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

現
存
在
は
そ
の
よ
う
な
日
常
的
に
従
事
し
て
い
る
道
具
的
存
在
者
の
側

か
ら
自
己
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

現
存
在
が
﹁
自
分
自
身
﹂
を
差
し
あ
た
っ
て
見
出
す
の
は
現
存
在

が
従
事
し
、
使
用
し
、
期
待
し
、
防
止
す
る
対
象
に
な
っ
て
い
る

も
の
に
お
い
て

︱
身
近
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
環
境
世
界
的
な
道

具
的
存
在
者
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。︵SZ 119

︶

　
　

 

日
常
的
な
現
存
在
は
、
差
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
、
つ
ね
日
ご

ろ
配
慮
的
に
気
遣
っ
て
い
る
当
の
も
の
の
ほ
う
か
ら
、
自
己
を
了

解
し
て
い
る
。︵SZ 239

︶

　

具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、﹁
ひ
と
は
靴
屋
、
仕
立
屋
、
教
師
、
銀
行

家
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
現
存
在
は
、
他
人
も
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

で
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
﹂︵G

A
20, 336

︶︶
3
︵

。
そ
の
よ
う
に
、
お
の
れ

が
従
事
し
て
い
る
も
の
の
側
か
ら
自
己
を
了
解
す
る
日
常
的
な
現
存
在

は
、
他
者
と
の
﹁
代
理
可
能
性Vertretbarkeit

﹂︵SZ 239

︶
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
非
本
来
的
な
様
相
、
す
な
わ
ち
世
人
自

己
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
﹁
世
界
﹂
に
お
い
て
現
存
在
は
、

身
の
周
り
の
道
具
的
存
在
者
を
媒
介
に
し
て
他
者
に
出
会
う
。
例
え
ば

職
人
の
仕
事
に
お
い
て
、
使
用
中
の
道
具
は
誰
か
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
製
作
中
の
製
品
も
誰
か
が
使
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と



4

い
う
意
味
で
、
そ
こ
で
は
他
者
た
ち
も
共
に
出
会
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
岸
に
つ
な
が
れ
た
ボ
ー
ト
は
、
向
こ
う
岸
に
渡
ろ
う
と
す
る
知
人

を
指
示
し
、
見
知
ら
ぬ
ボ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
、
他
者
た
ち
を
指
示
し
て

い
る
︵vgl. SZ 117-118

︶。
こ
の
こ
と
は
、
他
者
が
﹁
世
界
の
内
に
あ

る
道
具
的
存
在
者
の
ほ
う
か
ら
自
ら
を
示
す
﹂︵SZ 123

︶
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
現
存
在
は
周
り
に
他
者
が
直
接
現
れ
て
い
な
い

時
で
さ
え
も
他
者
と
の
﹁
共
同
存
在
﹂
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
現
存
在
の
世
界
内
存
在
と
い
う
存
在
体
制
に
は
、
道
具
的
存

在
者
の
ほ
か
に
、
他
者
と
の
﹁
共
同
存
在
﹂
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
そ
の
世
界
は
他
者
と
の
﹁
共
同
世
界
﹂
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
現
存
在
の
日
常
性
は
、
道
具
的
存
在
者
の
も
と
で
の
世
界
や
他
者

た
ち
と
共
な
る
世
界
へ
の
﹁
没
入
﹂・﹁
逃
避
﹂
と
さ
れ
る
。

　
　

 

現
存
在
は
、
配
慮
的
に
気
遣
わ
れ
た
世
界
の
う
ち
に
没
入
し
て
い

る
時
は
、
同
時
に
他
者
た
ち
へ
と
関
わ
る
共
同
存
在
に
没
入
し

て
も
い
る
の
で
あ
り
、
お
の
れ
自
身
で
は
な
い
の
で
あ
る
。︵SZ 

125

︶

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
存
在
の
日
常
的
な
世
界
内
存
在
は
さ
し
あ
た

り
た
い
て
い
は
非
本
来
性
に
お
い
て
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
﹁
積
極

的
な
現
象
的
性
格
﹂︵SZ 43

︶
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
。﹁
日
常
性
に

は
現
存
在
の
平
均
性
、
す
な
わ
ち
﹁
世
人
﹂
が
属
し
て
い
る
が
、
そ

こ
に
は
現
存
在
の
独
自
性 E

igenheit

や
可
能
的
本
来
性 m

ögliche 
E

igentlichkeit

が
隠
さ
れ
て
い
る
﹂︵G

A
63, 85

︶
か
ら
で
あ
る
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
日
常
性
の
分
析
に
お
い
て
着
目
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
現

存
在
が
何
か
ら
﹁
逃
避
﹂
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

れ
ば
、﹁
世
人
の
う
ち
に
没
入
し
、ま
た
配
慮
的
に
気
遣
わ
れ
た
﹁
世
界
﹂

の
も
と
に
没
入
す
る
こ
と
は
、
本
来
的
な
自
己
存
在
可
能
と
し
て
の
お

の
れ
自
身
に
直
面
し
て
、
そ
こ
か
ら
現
存
在
が
逃
避
す
る
こ
と
を
、
示

し
て
い
る
﹂︵SZ 184

︶。
現
存
在
の
日
常
性
と
は
ま
さ
に
、
本
来
的
な

自
己
存
在
か
ら
の
逃
避
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
本
来
的
自
己

は
、
逃
避
し
て
い
た
当
の
も
の
、
す
な
わ
ち
死
へ
の
不
安
に
お
い
て
開

示
さ
れ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
う
。
次
節
で
は
、
そ
の
不
安
に
つ
い
て

の
記
述
を
見
て
い
き
た
い
。

第
二
節　

不
安
に
お
け
る
「
世
界
」

　

前
節
で
は
、
現
存
在
の
日
常
性
が
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
非
本
来

的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
﹁
非
本
来
性
は
、
そ
の
根
底
に
可
能
的
な
本
来

性
を
持
っ
て
い
る
﹂︵SZ 259

︶
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
た
。
そ
の

本
来
性
は
、
現
存
在
が
日
常
的
に
逃
避
し
て
い
る
と
さ
れ
る
不
安
に
直

面
す
る
こ
と
で
開
示
さ
れ
る
。
現
存
在
が
日
常
的
に
逃
避
し
て
い
る
と

さ
れ
る
不
安
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
有
意
義
で
あ
っ
た
﹁
世
界
﹂
は

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

︶
も
の
と
な
り
、
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﹁
日
常
的
な
親
密
さ
は
崩
れ
落
ち
る
﹂︵SZ 189

︶
と
さ
れ
る
。

　
　

 

不
安
の
う
ち
で
は
、
環
境
世
界
的
な
道
具
的
存
在
者
、
総
じ
て
世

界
内
部
的
な
存
在
者
は
沈
没
し
て
し
ま
う
。﹁
世
界
﹂
は
も
は
や

何
も
の
を
も
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
様
に
他
者
た
ち
の
共

同
現
存
在
も
何
も
の
も
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。︵SZ 187

︶

　

そ
れ
ま
で
の
有
意
義
な
﹁
世
界
﹂
は
ま
さ
に
現
存
在
が
自
己
を
﹁
代

替
可
能
な
も
の
﹂
と
し
て
、
す
な
わ
ち
﹁
役
割
﹂
と
し
て
了
解
し
て
い

た
源
泉
で
あ
っ
た︶

4
︵

が
、
そ
の
﹁
世
界
﹂
は
も
は
や
何
も
提
供
し
な
い
の

で
あ
り
、
現
存
在
は
単
独
化
さ
れ
る
。﹁
不
安
は
現
存
在
の
最
も
固
有

な
世
界
内
存
在
へ
と
現
存
在
を
単
独
化
す
る
﹂︵SZ 187

︶
の
で
あ
る
。

現
存
在
に
は
﹁
世
界
﹂
の
側
に
自
己
了
解
を
求
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意

味
で
、
確
か
に
お
の
れ
に
固
有
な
存
在
、
す
な
わ
ち
本
来
性
が
開
示
さ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
本
来
性
の
獲
得
の
仕
方
は
、
困

難
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
う
る
と
い
え
る
。
た
し
か
に
こ
の
単
独
化
は
、

﹁
孤
立
化
さ
れ
た
主
観
事
物
な
る
も
の
を
、
無
世
界
的
に
出
来
す
る
よ

う
な
空
虚
の
う
ち
へ
と
置
き
移
す
ど
こ
ろ
か
、
現
存
在
を
ま
さ
し
く
極

限
的
な
意
味
に
お
い
て
世
界
と
し
て
の
お
の
れ
の
世
界
に
当
面
さ
せ
、

か
く
し
て
現
存
在
自
身
を
世
界
内
存
在
と
し
て
の
お
の
れ
自
身
に
当
面

さ
せ
る
﹂︵SZ 188

︶
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
う
の
だ
が
、
こ
の
単
独
化

を
、
無
世
界
的
な
も
の
に
な
り
う
る
と
考
え
る
論
者
も
い
る︶

5
︵

。

　

ま
た
、
渡
邊
二
郎
は
、
こ
の
単
独
化
に
お
い
て
本
来
性
を
獲
得
し
た

と
し
て
も
、
世
界
内
に
お
い
て
存
在
し
よ
う
と
す
る
と
す
ぐ
に
非
本
来

性
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
可
能
性
を
示
す
。

　
　

 

非
本
来
的
あ
り
方
か
ら
本
来
性
的
あ
り
方
へ
の
自
己
の
向
き
直
り

を
た
ん
に
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
か

と
い
え
ば
、
た
と
え
現
存
在
が
本
当
に
、
非
本
来
性
か
ら
、
す
な

わ
ち
自
己
喪
失
と
自
己
忘
却
か
ら
お
の
れ
を
本
来
的
に
引
き
と
ど

め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
現
存
在
は
、
本
来
的
自
己
で

あ
り
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
世
界
の
う
ち
に
実
存
せ
ざ
る
を
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
世
界
内
存
在
で
あ
る
以
上
、﹁
世
界
﹂

や
他
者
と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ

る︶
6
︵

。

　

つ
ま
り
渡
邊
は
、
た
と
え
現
存
在
が
不
安
に
お
け
る
単
独
化
に
よ
っ

て
本
来
性
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
世
界
内
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

﹁
世
界
﹂
や
他
者
と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、

ま
た
非
本
来
性
へ
と
陥
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
不
安
の
単
独
化
に
お
い
て
は
﹁
配
慮

的
に
気
遣
わ
れ
た
も
の
の
も
と
で
の
す
べ
て
の
存
在
お
よ
び
他
者
と
共

な
る
あ
ら
ゆ
る
共
同
存
在
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
﹂︵SZ 263

︶
と

さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
﹁
配
慮
的
な
気
遣
い
お
よ
び
顧
慮
的
な
気
遣



6

い
は
役
に
立
た
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
現
存
在
の
こ
れ
ら
二

つ
の
在
り
方
︵
配
慮
的
な
気
遣
い
お
よ
び
顧
慮
的
な
気
遣
い
︶
が
本
来

的
な
自
己
存
在
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
を
、
断
じ
て
意
味
し
は
し
な

い
﹂︵SZ 263
︶
の
で
あ
り
、﹁
現
存
在
機
構
の
本
質
上
の
構
造
﹂︵SZ 

263

︶
と
し
て
の
﹁
気
遣
いSorge

﹂
と
い
う
在
り
方
は
、﹁
本
来
性
／

非
本
来
性
﹂
両
方
に
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る︶

7
︵

。
も
ち
ろ
ん
、﹁
気
遣
い
﹂

は
、
世
界
内
存
在
と
い
う
現
存
在
の
存
在
体
制
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て

い
る
。

　

し
た
が
っ
て
﹁
内
存
在
﹂
や
﹁
気
遣
い
﹂
に
含
意
さ
れ
る
﹁
も
と
で

の
存
在
﹂、
す
な
わ
ち
存
在
者
と
の
交
渉
が
﹁
頽
落
﹂
と
完
全
に
等
置

さ
れ
る︶

8
︵

な
ら
ば
、
本
来
的
な
世
界
内
存
在
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ

り
、﹁
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
本
来
性
に
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う︶

9
︵

﹂
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。﹁
世
界
内
存
在
は
そ

の
も
の
自
体
で
誘
惑
的
﹂︵SZ 177

︶
な
の
で
あ
っ
て
、
諸
々
の
存
在

者
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
現
存
在
が
非
本
来
性
へ
と
陥
る
可
能
性
は
十
分

あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
本
来
的
な
世
界
内
存

在
の
可
能
性
を
完
全
に
絶
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
以
下
の
引
用
を
解

釈
し
て
い
こ
う
。

　
　

 

決
意
性
と
い
う
こ
の
本
来
的
開
示
性
は
、
こ
の
本
来
的
開
示
性
の

う
ち
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
﹁
世
界
﹂
の
被
暴
露
性
と
、
他
者

た
ち
の
共
同
現
存
在
の
開
示
性
と
を
、等
根
源
的
に
変
様
さ
せ
る
。

［
中
略
］ 

道
具
的
存
在
者
へ
と
了
解
し
つ
つ
配
慮
的
に
気
遣
い
な

が
ら
関
わ
る
存
在
と
、
他
者
た
ち
と
共
な
る
顧
慮
的
に
気
遣
い
な

が
ら
関
わ
る
共
同
存
在
が
、
最
も
固
有
な
自
己
存
在
可
能
に
基
づ

い
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。︵SZ 297-298

︶

　
　

　

こ
こ
で
は
、
道
具
的
存
在
者
や
他
者
と
の
関
わ
り
が
、
最
も
固
有
な

自
己
存
在
可
能
、
す
な
わ
ち
本
来
性
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、﹁
本
来
的
実
存
は
、
頽
落
し
て
い

る
日
常
性
の
う
え
に
浮
動
し
て
い
る
の
で
は
全
く
な
く
、
実
存
論
的
に

は
、
そ
う
し
た
日
常
性
が
変
様
さ
れ
て
つ
か
み
と
ら
れ
た
も
の
﹂︵SZ 

179

︶
で
あ
る
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
主
張
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
本
来
的
自
己
存
在
は
、
世
人
か
ら
分
離
さ
れ

た
主
体
の
ひ
と
つ
の
例
外
状
態
で
は
な
く
、
本
質
上
の
実
存
範
疇
と
し

て
の
世
人
の
実
存
的
変
様
﹂︵SZ 130

︶
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う

な
存
在
と
し
て
、
道
具
的
存
在
者
や
他
者
と
交
渉
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
渡
邊
の
い
う
通
り
、
存
在
者
と
の
交
渉
を
意
味
す
る

﹁
も
と
で
の
存
在
﹂
と
﹁
頽
落
﹂
が
完
全
に
等
置
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

﹁﹁
も
と
で
の
存
在
﹂
の
本
来
性
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
は
不
明
瞭

な
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る︶

10
︵

﹂
の
だ
が
、
完
全
に
等
置
さ
れ
て
い
な
い
と

仮
定
し
、
わ
れ
わ
れ
が
﹁
も
と
で
の
存
在
﹂
の
本
来
性
、
す
な
わ
ち
本

来
的
な
世
界
内
存
在
を
明
瞭
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
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う
。
次
節
で
は
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
と
同
時
期
の
著
作
や
講
義
録
に
お

け
る
記
述
も
参
照
し
な
が
ら
、
不
明
瞭
と
い
わ
れ
る
部
分
を
補
完
し
て

い
く
こ
と
を
試
み
る
。

第
三
節　

不
安
に
お
け
る
自
由
と
超
越

　
﹁
形
而
上
学
と
は
何
か
﹂︵1929

年
講
義
︶
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
﹁
現
存
在
と
は
、
無
の
内
に
投
げ
込
ま
れ
て
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
﹂︵G

A
9, 115

︶
と
主
張
す
る
。
こ
の
講
義
に
お
い
て
﹁
死
﹂

と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
く
な
る
が
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
い
て
﹁
死
﹂

と
﹁
無
﹂
が
同
じ
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
た︶

11
︵

こ
と
を
鑑
み
る
と
、﹁
無
の

内
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
の
は
、﹁
死
へ
の
被
投
性
﹂︵SZ 

251

︶
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う︶

12
︵

。
そ
し
て
不

安
は
、
こ
の
講
義
に
お
い
て
も
日
常
的
で
有
意
義
な
﹁
世
界
﹂
を
無
意

義
化
す
る
働
き
を
し
て
い
る
。
現
存
在
は
世
界
の
無
意
義
化
に
直
面

し
、
拠
り
所
の
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

 

拠
り
所
は
何
も
な
い
。
存
在
者
が
滑
り
落
ち
て
い
く
こ
と
に
お
い

て
、
た
だ
こ
の
﹁
何
も
無
い
﹂
だ
け
が
残
さ
れ
て
お
り
、
我
々
を

襲
っ
て
く
る
。
我
々
は
不
安
の
内
で
﹁
浮
動
す
る
﹂。［
中
略
］
拠

り
所
に
で
き
る
も
の
が
何
も
無
い
こ
の
浮
動
の
徹
底
的
な
揺
さ
ぶ

り
に
お
い
て
、
た
だ
純
粋
な
現
︱
存
在D

a-sein

だ
け
が
な
お
も

そ
こ
に
現
に
あ
る
。︵G

A
9, 112

︶

　

現
存
在
は
、
も
は
や
拠
り
所
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
お
の
れ
の
存

在
を
委
ね
ら
れ
る
。
不
安
の
内
で
﹁
浮
動
す
る
﹂
と
い
う
の
は
、
拠
り

所
、
す
な
わ
ち
根
拠
と
な
る
底
︵G

rund

︶
を
失
う
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
﹁
根
拠
の
無
さ
﹂
が
露
呈
さ
れ
て
も
な
お
、

現
存
在
は
そ
の
よ
う
な
お
の
れ
を
根
拠
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
﹁
お

の
れ
の
存
在
に
お
い
て
お
の
れ
自
身
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
被
投
さ
れ

た
世
界
内
存
在
﹂︵SZ 189

︶
に
直
面
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の

﹁
根
拠
無
き
根
拠
﹂
と
も
い
う
べ
き
現
存
在
の
現
事
実
性
は
、﹃
存
在
と

時
間
﹄
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
﹁
非
力
さ
／
無
性N

ichtigkeit

﹂

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現
存
在
が
﹁
自
身
で
そ
の
根
拠

を
置
い
た
の
で
は
な
いnicht

﹂︵SZ 284

︶
こ
と
、
さ
ら
に
﹁
そ
の
根

拠
を
支
配
す
る
力
を
け
っ
し
て
持
つ
に
い
た
ら
な
いnicht

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
実
存
し
つ
つ
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な

い
﹂︵SZ 284

︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
存
在
は
、

﹁
非
力
さ
の
非
力
な
根
拠
存
在
﹂︵SZ 285

︶
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な

わ
ち
現
存
在
は
、
不
安
に
お
い
て
自
己
の
拠
り
所
を
失
い
、
自
己
自
身

が
根
拠
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。﹁
不
安

は
、
最
も
固
有
な
存
在
可
能
へ
と
か
か
わ
る
存
在
を
、
言
い
か
え
れ
ば
、

お
の
れ
自
身
を
選
択
し
把
捉
す
る
自
由
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
る
こ
と
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を
、
現
存
在
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
す
る
﹂︵SZ 188

︶。
そ
し
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
こ
の
﹁
自
由
﹂
の
こ
と
を
、﹁
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
﹂︵1929

年
論
文
︶
に
お
い
て
は
、﹁
深
淵
／
脱
底A

b-G
rund

﹂
と
表
現
す
る

よ
う
に
な
る
。

　
　

 

根
拠
は
そ
れ
自
身
を
、
自
由
へ
置
き
帰
し
、
そ
し
て
自
由
は
根
源

と
し
て
そ
れ
自
身﹁
根
拠
﹂に
な
る
。自
由
は
根
拠
の
根
拠
で
あ
る
。

［
中
略
］
こ
の
よ
う
な
根
拠
と
し
て
自
由
は
、現
存
在
の
深
淵
︿
脱

︱

底
﹀A

b-G
rund

で
あ
る
︵G

A
9, 174

︶

　

し
た
が
っ
て
、
不
安
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
﹁
自
由
﹂
と
い
う
の
は
、

無
意
義
化
さ
れ
た
世
界
に
は
も
は
や
拠
り
所
が
無
く
、
そ
れ
で
も
な
お

そ
の
よ
う
な
非
力
な
存
在
を
根
拠
に
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
現
事
実
性
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
無
意

義
化
に
お
い
て
現
存
在
は
、
自
己
の
根
拠
を
世
界
の
側
に
求
め
る
の
で

は
な
く
、
自
己
自
身
が
お
の
れ
の
存
在
の
根
拠
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
﹁
深
淵
／
脱
底A

b-
G

rund

﹂
と
し
て
の
﹁
自
由
﹂
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
不

安
と
い
う
気
分
は
世
界
の
無
意
義
化
と
し
て
の
﹁
無
﹂
と
、
現
存
在
の

﹁
自
由
﹂
を
開
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
形
而
上
学
と
は
何
か
﹂︵
一
九
二
九
年
講

義
︶
で
は
、
こ
の
﹁
自
由
﹂
が
開
示
さ
れ
る
世
界
の
無
意
義
化
に
お
い

て
、﹁
超
越
﹂
が
生
じ
る
と
述
べ
る
。
既
述
の
通
り
こ
の
無
意
義
化
に

お
い
て
そ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
日
常
的
世
界
全
体
が
滑
落
し
て

い
く
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
事
態
を
﹁
超
越
﹂
と
呼
ぶ
。﹁
不

安
に
基
づ
い
て
無
の
内
へ
現
存
在
が
投
げ
込
ま
れ
て
保
た
れ
て
い
る
こ

と
は
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
超
越
で
あ
る
﹂︵G

A
9, 118

︶。
現
存
在
は
、
不
安
に
お
け
る
世
界
の

無
意
義
化
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
有
意
義
な
世
界
に
お
け
る
存
在
者

全
体
を
越
え
て
い
く
と
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
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
。
た
し
か
に
現
存
在
は

不
安
の
無
意
義
化
に
お
い
て
日
常
的
世
界
を
超
越
す
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
ど
こ
か
別
の
所
へ
行
く
わ
け
で
も
な
く
、
世
界
が
不
在
に
な
る
わ
け

で
も
な
い
。
不
安
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
自
ら

の
拠
り
所
を
失
っ
た
現
存
在
は
﹁
根
拠
無
しG

rund-lose

︵
脱
底A

b-
G

rund

︶﹂︵G
A

9, 165

︶
の
存
在
、す
な
わ
ち
﹁
自
由
﹂
な
存
在
と
し
て
、

﹁
世
界
﹂
へ
と
超
越
す
る
の
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
︶。
こ
の
よ
う
に
現
存
在
は
そ
れ
ま
で
拠
り
所
と
し
て
い
た
﹁
世

界
﹂
に
お
け
る
有
意
義
な
存
在
者
を
乗
り
越
え
、﹁
世
界
﹂
へ
と
超
越

す
る
と
さ
れ
る
。

　

筆
者
は
こ
の
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂
と
し
て
の
世
界
内
存
在
を
、﹁
世
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界
へ
の
頽
落
﹂
す
な
わ
ち
非
本
来
的
な
世
界
内
存
在
と
対
照
的
な
も
の

と
し
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
は
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
﹁
本

来
的
な
世
界
内
存
在
﹂
の
可
能
性
と
し
て
位
置
付
け
た
い
。
と
い
う
の

も
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
い
て
も
不
安
は
﹁
現
存
在
の
本
来
的
な
世

界
内
存
在
の
可
能
性
を
め
が
け
て
、
現
存
在
を
投
げ
返
す
﹂︵SZ 187

︶

と
さ
れ
て
お
り
、﹁
世
界
﹂
が
無
意
義
化
さ
れ
る
と
は
い
っ
て
も
不
在

に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ

0

0

に
お
い
て
な
お
も
世
界
内
存
在

す
る
こ
と
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂
に
お
け
る
﹁
世
界
﹂
と
は
一

体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
、﹃
存
在
と
時
間
﹄

に
お
け
る
有
意
義
な
道
具
連
関
と
し
て
の
﹁
世
界
﹂
概
念
を
、﹁
世
界

へ
の
超
越
﹂
と
い
う
際
の
﹁
世
界
﹂
概
念
と
混
同
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

　
　

 

も
し
道
具
と
い
う
諸
々
の
使
用
物
の
連
関
を
、
世
界
と
同
一
と
し

て
、
そ
し
て
世
界
︱

内
︱

存
在
を
諸
々
の
使
用
物
と
の
交
渉
と
し
て

解
釈
す
る
よ
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
こ
の
超
越
を
、﹁
現
存

在
の
根
本
体
制
﹂
と
い
う
意
味
に
お
け
る
世
界
︱

内
︱

存
在
と
し
て

理
解
す
る
見
込
み
が
な
い
。︵G

A
9, 156

︶

　

つ
ま
り
、
有
意
義
な
道
具
連
関
と
し
て
の
日
常
的
な
﹁
世
界
﹂
と
、

そ
の
無
意
義
化
の
超
越
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
﹁
世
界
﹂
は
同
一
の
概

念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
論
で
扱
っ
て
き

た
﹁
世
界
内
存
在
﹂
概
念
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

日
常
性
の
非
本
来
的
な
﹁
世
界
内
存
在
﹂
に
お
け
る
﹁
世
界
﹂
は
前
者

で
あ
り
、
超
越
の
本
来
的
な
﹁
世
界
内
存
在
﹂
に
お
け
る
﹁
世
界
﹂
は

後
者
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
﹁
世
界W

elt

は
決
し

て
有
る
の
で
は
な
く
、
世
開
す
るw

elten

﹂︵G
A

9, 164

︶
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
再
度
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ

の
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂
は
、
日
常
的
で
有
意
義
な
﹁
世
界
﹂
か
ら
ど
こ

か
別
の
所
へ
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
日
常
的
で

有
意
義
な
﹁
世
界
﹂
に
お
い
て
生
じ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者

は
、
別
々
の
場
所
に
あ
る
﹁
世
界
﹂
で
は
な
い
。﹃
存
在
と
時
間
﹄
に

お
け
る
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
本
来
的
開
示
性
は
﹁﹁
世

界
﹂
の
被
暴
露
性
と
、
他
者
た
ち
の
共
同
現
存
在
の
開
示
性
と
を
、
等

根
源
的
に
変
様
さ
せ
る
﹂︵SZ 297

︶
の
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
﹁
世

界
﹂
は
、﹁
最
も
固
有
な
自
己
存
在
可
能
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
る
﹂︵SZ 

298

︶
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
嶺
︵
一
九
九
一
︶
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
ば
、﹁
自
ら
が
投
げ
込
ま
れ
た
﹁
被
解
釈
性
﹂
を
無
化
し
、
存
在
者

全
体
を
新
た
に
開
示
す
る
超
越
が
生
起
す
る︶

13
︵

﹂
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
現
存
在
の
世
界
内
存
在
は
、
無
が
開
示
さ
れ
る
不
安
に
直

面
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、﹁
世
界
へ
の
頽
落
﹂
か
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂

か
に
分
か
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂、
す
な
わ
ち
本
来
的
な
世
界
内
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存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
あ
り
方
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
節
で
は
、﹃
哲
学
入
門
﹄︵
一
九
二
八
／
一
九
二
九
年
講
義
︶
に
お
い

て
語
ら
れ
る
﹁
賭
け
／
遊
びSpiel

﹂
概
念
に
着
目
し
、
そ
れ
が
い
か

に
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂
を
本
来
的
な
世
界
内
存
在
と
し
て
解
釈
す
る
助

け
に
な
り
う
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。
周
知
の
通
り
、﹁
戯
れ
／
遊

戯Spiel

﹂
概
念
は
い
わ
ゆ
る
後
期
思
想
に
お
い
て
文
脈
も
違
っ
た
形

で
頻
出
す
る
概
念︶

14
︵

だ
が
、前
期
思
想
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
﹃
哲
学
入
門
﹄

︵
一
九
二
八
／
一
九
二
九
年
講
義
︶
に
お
け
る
﹁
賭
け
／
遊
びSpiel

﹂

概
念
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

﹁
賭
け
／
遊
びSpiel

﹂
概
念
は
、
い
か
に
し
て
本
来
的
な
世
界
内
存
在

の
可
能
性
を
補
強
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
節　
「
遊
び
／
賭
けS
piel

」
と
し
て
の
「
超
越
」

　

前
節
で
は
、
現
存
在
の
世
界
内
存
在
が
﹁
超
越
﹂
と
し
て
示
さ
れ
た
。

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

﹃
哲
学
入
門
﹄︵
一
九
二
八
／
一
九
二
九
年
講
義
︶
に
お
い
て
は
﹁
遊
び

／
賭
けSpiel

﹂
で
あ
る
と
語
る
よ
う
に
な
る
。﹁
超
越
す
る
こ
と
と
は

世
界
︱

内
︱

存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
﹂︵G

A
27, 307

︶。﹁
世
界
︱

内
︱

存
在
す
る
こ
と
は
、
遊
び
／
賭
けSpiel

と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
﹂

︵G
A

27, 310

︶。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
存
在
の
超
越
と
し
て
の

世
界
内
存
在
は
、﹁
遊
び
﹂
で
あ
り
﹁
賭
け
﹂
で
あ
る
。﹁
世
界
へ
の
超

越
﹂
と
し
て
の
世
界
内
存
在
は
、
な
ぜ
﹁
遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
不
安
に
お
い
て
超
越
が
生
じ
る
際
、
そ
れ

ま
で
の
日
常
的
で
有
意
義
な
﹁
世
界
﹂
に
、
も
は
や
拠
り
所
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
﹃
哲
学
入
門
﹄︵
一
九
二
八
／
一
九
二
九
年
講
義
︶
に
お
い
て
も
、

﹁
現
存
在
の
世
界
︱

内
︱

存
在
、
す
な
わ
ち
超
越
は
、
支
え
な
しH

alt-
losigkeit

で
あ
る
こ
と
と
し
て
表
明
さ
れ
る
﹂︵G

A
27, 337

︶
と
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
語
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
形
而
上
学
と
は
何
か
﹂︵
一
九
二
九
年

講
義
︶
や
、﹁
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
﹂︵
一
九
二
九
年
論
文
︶
に
お
い

て
も
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
自
ら
の
拠
り
所
を
失
っ
た
現
存
在
は

﹁
根
拠
無
しG

rund-lose

︵
脱
底A

b-G
rund

︶﹂︵G
A

9, 165

︶
の
存

在
、
す
な
わ
ち
﹁
自
由
﹂
な
存
在
と
し
て
、﹁
世
界
﹂
へ
と
超
越
す
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、﹁
一
切
が
そ
の
確
固
と
し
た
諸
規
則
と
諸
規
範

を
持
ち
そ
の
快
適
な
確
実
性
を
持
つ
と
こ
ろ
﹂︵G

A
27, 313

︶
に
お
い

て
安
住
し
頽
落
し
て
い
る
日
常
性
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
﹁
世
界
へ
の

遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
で
あ
る
。
こ
の
、﹁
世
界
へ
の
頽
落
﹂
と
は
対
照

的
な
﹁
世
界
へ
の
遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
に
お
い
て
は
、﹁
諸
規
則
は
遊

ぶSpielen

こ
と
に
お
い
て
初
め
て
形
成
さ
れ
る
﹂︵G

A
27, 312

︶
と

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
う
。

　
　

 
遊
びSpiel

規
則
は
、
ど
こ
か
ら
か
取
り
寄
せ
ら
れ
た
固
定
的

な
規
範
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
遊
ぶSpielen

こ
と
に
お
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い
て
、
遊
ぶSpielen

こ
と
を
通
し
て
変
化
す
る
。［
中
略
］
遊

ぶSpielen

こ
と
は
そ
れ
自
身
で
そ
の
度
ご
と
に
い
わ
ば
空
間
を

創
始
す
る
。
そ
の
空
間
に
お
い
て
遊
ぶSpielen

こ
と
は
自
ら

を
形
作
る
、
す
な
わ
ち
、
同
時
に
形
を
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

︵G
A

27, 312
︶

　

こ
の
よ
う
に
﹁
世
界
へ
の
遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
に
お
い
て
は
、
諸

規
則
は
形
成
さ
れ
つ
つ
そ
の
都
度
変
化
し
う
る
の
で
あ
り
、
固
定
化
さ

れ
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
ま
た
、
そ
の
都
度
空
間
が
創
始
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
超
越
に
関
す
る
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、
ま
さ
し
く
遊
ぶ
場
と
し
て
の
﹁
世
界
﹂
が
そ
の
都
度
﹁
世
開
す

る
﹂
こ
と
と
し
て
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
つ
ど
変
化
し
つ
つ
﹁
世

開
す
る
世
界
﹂
に
お
い
て
は
、
現
存
在
は
そ
の
﹁
世
界
﹂
の
側
か
ら
自

己
を
了
解
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、﹁
支
え
な
し
﹂
す
な
わ
ち
﹁
根
拠
無
しG

rund-lose
︵
脱
底A

b-
G

rund

︶﹂
の
存
在
と
し
て
﹁
浮
動
す
る
﹂
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の

意
味
で
、﹁
遊
ぶSpielen

こ
と
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
は
、
ま
さ

し
く
特
別
な
状
態
性
格
、
独
特
な
自
ら
︱

そ
の
場
に
︱

い
る
こ
とSich-

dabei-befinden

﹂︵G
A

27, 312

︶
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、超
越
に
お

け
る
本
来
的
な
る
現
存
在
は
こ
の
﹁
独
特
な
自
ら
︱

そ
の
場
に
︱

い
る
こ

と
﹂
に
よ
っ
て
、
他
の
存
在
者
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
存
在
者
と
の
交
渉
こ
そ
、
渡
邊
が
﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
欠
落
し

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
た
﹁
も
と
で
の
存
在
﹂
の
本
来
性
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。﹁
こ
の
遊
ぶSpielen

こ
と
に

お
い
て
、
そ
れ
は
ま
ず
最
初
に
空
間
を
、
実
際
の
意
味
に
お
い
て
も
形

成
す
る
。
そ
の
空
間
に
お
い
て
私
た
ち
は
存
在
者
に
出
会
う
の
で
あ

る
﹂︵G

A
27, 316

︶。
そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
空
間
、
す
な
わ
ち
﹁
世

開
す
る
世
界
﹂
に
お
い
て
現
存
在
は
存
在
者
と
出
会
う
。
し
か
も
、
そ

こ
で
初
め
て
存
在
者
自
身
と
出
会
う
の
で
あ
る
。

　
　

 

現
存
在
は
こ
の
乗
り
越
え
に
お
い
て
初
め
て
存
在
者
に
自
ら
を
関

わ
り
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
れ
故
に
ま
た
そ
の
よ
う
に
し

て
初
め
て
、
存
在
者
と
し
て
の
自
ら
に
も
自
ら
を
関
わ
り
合
わ
せ

る
こ
と
が
出
来
る
、
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
︵G

A
27, 306

︶

　

現
存
在
は
こ
の
よ
う
な
﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂
に
お
い
て
初
め
て
自

己
自
身
、
す
な
わ
ち
本
来
的
自
己
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
を
欠

い
た
孤
立
的
な
自
己
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
初
め
て
存
在
者
と
関

わ
り
合
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ま
さ
し
く
、﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂

に
お
け
る
本
来
的
な
世
界
内
存
在
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
節
で
は
﹃
哲
学
入
門
﹄︵
一
九
二
八
／

一
九
二
九
年
講
義
︶
に
お
け
る
﹁
遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
概
念
が
、﹁
形

而
上
学
と
は
何
か
﹂︵
一
九
二
九
年
講
義
︶
や
﹁
根
拠
の
本
質
に
つ
い
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て
﹂︵
一
九
二
九
年
論
文
︶
に
お
け
る
﹁
超
越
﹂
概
念
と
と
も
に
、﹃
存

在
と
時
間
﹄
で
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
本
来
的
な
世
界
内

存
在
を
補
完
し
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

お
わ
り
に

　

本
論
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、﹁
現
︲
存
在
と
は
、
無
の

内
に
投
げ
込
ま
れ
て
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
﹂︵G
A

9, 115

︶

の
で
あ
り
、
そ
の
﹁
本
来
性
﹂
な
い
し
﹁
自
由
﹂
と
い
う
も
の
が
、
つ

ね
に
す
で
に
可
能
性
と
し
て
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る︶

15
︵

。
つ
ま

り
、
現
存
在
と
い
う
存
在
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
﹁
無
﹂
と
﹁
自

由
﹂
が
開
示
さ
れ
う
る
場
︵D

a

︶
で
あ
る
。
そ
の
﹁
無
﹂
と
﹁
自
由
﹂

が
開
示
さ
れ
る
不
安
が
現
存
在
の
根
本
気
分
で
あ
る
限
り
、﹁
根
源
的

な
不
安
は
い
か
な
る
瞬
間
に
も
現
存
在
の
内
に
目
覚
め
う
る
﹂︵G

A
9, 

118

︶
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、﹁
不
安
は
現
存
在
の
内
で
た
い

て
い
は
抑
圧
さ
れ
て
い
る
﹂︵G

A
9, 117

︶。
そ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
無
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
さ
し
あ
た
り
た
い

て
い
は
、
そ
の
根
源
性
に
お
い
て
は
偽
装
さ
れ
て
い
る
﹂︵G

A
9, 116

︶

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
偽
装
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
﹁
わ
れ

わ
れ
が
、
存
在
者
に
一
定
の
仕
方
で
全
く
わ
れ
わ
れ
自
身
を
喪
失
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
﹂︵G

A
9, 116

︶
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
日
常
的
な
現
存
在
が
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い

は
お
の
れ
の
﹁
世
界
﹂
の
側
に
拠
り
所
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
了

解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、﹁
世
人
自
己
は
本
来
的
自
己
の
実
存
的
変
様

で
あ
る
﹂︵SZ 317

︶
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、﹁
不
安
は
た
だ
眠
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
﹂︵G

A
9, 117-118

︶
と
も
い
え
る
。
本
来
、
現

存
在
は
つ
ね
に
す
で
に
﹁
遊
び
／
賭
けSpiel

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
﹂

︵G
A

27, 325

︶
の
で
あ
り
、
そ
の
﹁
遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
を
選
択
す

る
か
ど
う
か
さ
え
も
、
お
の
れ
の
存
在
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

不
安
に
お
い
て
、
最
も
固
有
な
存
在
可
能
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
、
本
来
性
と
非
本
来
性
と
の
可
能
性
に
向
か
っ
て

自
由
で
あ
る
こ
と
が
、
根
源
的
基
本
的
に
具
体
化
さ
れ
て
示
さ
れ

て
い
る
。︵SZ 191

︶

　

い
ま
や
、
わ
れ
わ
れ
は
﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な

記
述
を
、﹁
遊
び
／
賭
けSpiel

﹂
概
念
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
解
釈

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
に
は
﹁
世
界
へ
の
頽
落
﹂
と

﹁
世
界
へ
の
超
越
﹂
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
そ
の
つ
ど
委
ね
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
語
り
か
け
て
く
る
、﹁
超
越

す
る
こ
と
は
哲
学
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂︵G

A
27, 214

︶
と
。
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artin H

eidegger, Sein und Zeit,T
übingen:M

ax N
iem
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ufl., 2006
 

以
下
、﹃
存
在
と
時
間
﹄
か
ら
の
引
用
はSZ

と
略
記
し
た
後
に
ペ
ー
ジ
数
を

示
す
。

︵
2
︶ 

い
や
、
あ
え
て
語
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
十
嵐
︵
二
〇
一
〇
︶

の
指
摘
す
る
よ
う
に
﹁
そ
れ
︵
本
来
性
︶
を
﹁
何
で
あ
る
﹂
と
規
定
し
た
瞬

間
に
、
ま
た
再
び
私
は
こ
の
世
界
の
記
号
の
息
苦
し
い
閉
塞
の
中
に
戻
っ
て

し
ま
う
﹂︵
一
一
九
頁
︶
可
能
性
を
懸
念
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。︵
五
十
嵐

沙
千
子
︵
二
〇
一
〇
︶﹁
博
物
館
の
椅
子
︱
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
﹁
歴
史
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性
﹂
︱
﹂
筑
波
大
学 

哲
学
・
思
想
専
攻
編
﹃
哲
学
・
思
想
論
集
﹄
第
三
五
号  

一
一
一
︱
一
二
一
頁
︶

︵
3
︶ G

A
＝

M
artin

 H
eid

eg
g

er, G
esam

tau
sg

ab
e, F

ran
k

fu
rt an 

M
ain:K

losterm
ann

　

 

以
下
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
か
ら
の
引
用
はG

A

と
略
記
し
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数

を
示
す
。

︵
4
︶ ﹁
日
常
性
は
、
現
存
在
を
、
配
慮
的
に
気
遣
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
言
い
か
え
れ

ば
、
管
理
さ
れ
た
り
、
算
定
さ
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
道
具
的
存
在

者
な
の
だ
と
、
解
す
る
﹂︵SZ 289

︶
の
で
あ
り
、
現
存
在
は
日
常
的
に
お
の

れ
の
﹁
世
界
﹂
に
お
け
る
代
替
可
能
な
役
割
を
引
き
受
け
て
い
る
。

︵
5
︶ 

例
え
ば
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
︵
一
九
九
一
︶
は
、
単
独
化
さ
れ
た
現
存
在
に
つ
い

て
﹁
不
安
に
し
が
み
つ
い
て
離
れ
な
い
あ
ま
り
、
ま
っ
た
く
世
界
を
欠
い
た
ま

ま
で
何
も
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
在
り
方
﹂︵
一
九
四
頁
︶
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。︵D

reyfus,H
ubert L.:B

eing-in-
the-W

orld: A
 C

om
m

entary on H
eidegger ’s B

eing and T
im

e, D
ivision 

Ⅰ, M
IT

 Press,1991.

門
脇
俊
介
監
訳
／
榊
原
哲
也
・
森
一
郎
・
貫
成
人
・

轟
孝
夫
訳
︵
二
〇
〇
〇
︶﹃
世
界
内
存
在
︱
﹁
存
在
と
時
間
﹂
に
お
け
る
日
常

性
の
解
釈
学
﹄
産
業
図
書
︶

︵
6
︶ 

渡
邊
二
郎
︵
二
〇
一
一
︶﹃
渡
邊
二
郎
著
作
集 

第
三
巻 

ハ
イ
デ
ガ
ー
Ⅲ
﹄
筑

摩
書
房
、
一
三
九
頁

︵
7
︶ ﹁
気
遣
いSorge

は
、
配
慮
的
気
遣
い
、
顧
慮
的
な
気
遣
い
と
し
て
、
現
存
在

の
存
在
を
き
わ
め
て
根
源
的
に
ま
た
全
体
的
に
包
括
し
て
い
る
﹂︵SZ 300
︶

の
で
あ
り
、
死
へ
の
先
駆
的
決
意
性
に
お
い
て
も
そ
れ
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、﹁
決
意
性
は
、
気
違
い
の
う
ち
で
気
遣
わ
れ
、
気
遣
い
と
し
て
可

能
で
あ
る
よ
う
な
、
こ
の
気
遣
い
自
身
の
本
来
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂︵SZ 

301

︶。

︵
8
︶
頽
落
と
い
う
こ
の
名
称
は
、
な
ん
ら
否
定
的
な
評
価
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
で

は
な
く
、
現
存
在
が
さ
し
あ
た
っ
て
た
い
て
い
は
配
慮
的
に
気
遣
わ
れ
た
﹁
世

界
﹂
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
べ
き
で

あ
る
。︵SZ 175

︶

︵
9
︶ 

渡
邊
︵
二
〇
一
一
︶ 

前
掲
書
、
一
四
八
頁

︵
10
︶ 

同
書
、
二
三
七
頁

︵
11
︶ 

例
え
ば
﹁
現
存
在
は
不
安
に
お
い
て
、
お
の
れ
の
実
存
の
可
能
的
な
不
可
能

性
︵
死
︶
と
い
う
無
に
直
面
し
て
い
る
﹂︵SZ 266

︶
と
い
う
表
現
。

︵
12
︶ ﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
け
る
不
安
と
﹁
形
而
上
学
と
は
何
か
﹂︵
一
九
二
九
年

講
義
︶
に
お
け
る
不
安
に
つ
い
て
は
、
そ
の
果
た
す
機
能
的
性
格
が
違
う
と

指
摘
す
る
論
者
も
い
る
。
例
え
ば
木
村
︵
二
〇
一
五
︶
は
、﹁
死
へ
の
先
駆
と

無
へ
の
超
越
と
を
容
易
に
同
一
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
﹂︵
二
〇
四
頁
︶
と
主

張
し
、
両
者
を
区
別
し
て
い
る
。︵
木
村
史
人
︵
二
〇
一
五
︶﹃﹁
存
在
の
問
い
﹂

の
行
方 

﹃
存
在
と
時
間
﹄
は
、
な
ぜ
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
﹄
北
樹

出
版
︶

︵
13
︶ 

嶺
秀
樹
︵
一
九
九
一
︶﹃
存
在
と
無
の
は
ざ
ま
で
：
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
形
而
上
学
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

一
〇
五
頁

︵
14
︶ 

上
田
︵
一
九
九
九
︶ 

五
三
︱
六
三
頁
、
木
村
︵
二
〇
一
五
︶ 

三
三
九
︱
三
四
一

頁
、
中
川
︵
二
〇
一
八
︶ 

二
三
五
︱
二
四
一
頁
を
参
照
。

︵
15
︶ 

た
し
か
に
現
存
在
は
日
常
的
に
は
世
人
と
し
て
非
本
来
性
の
様
態
に
あ
る
と

さ
れ
る
が
、
可
能
性
と
し
て
の
本
来
性
は
つ
ね
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
。﹁
自
己
存
在
の
本
来
性
は
、
実
存
的
に
は
た
し
か
に
頽
落
に
お
い
て

閉
鎖
さ
れ
押
し
の
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
閉
鎖
性
は
開
示
性
の

欠
性
態
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
欠
性
態
は
現
存
在
の
逃
避
が
自
己
自
身
に
直
面

し
て
の
そ
こ
か
ら
の
逃
避
で
あ
る
と
い
う
点
で
現
象
的
に
あ
ら
わ
に
な
る
。﹂

︵SZ 184

︶

︵
ま
つ
し
ま
・
こ
う
き　

筑
波
大
学
大
学
院
一
貫
制
博
士
課
程　
　
　

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
︶


