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は
じ
め
に

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
│
一
九
七
六
年
）
が
一
九
三
〇
年

代
か
ら
詩
に
つ
い
て
独
自
の
省
察
を
展
開
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

特
に
一
九
三
〇
年
代
、
彼
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（
一
七
七
〇
│
一
八
四
三
年
）
の
作
品
に
つ
い
て
集
中
し
て
読

解
を
行
い
、
そ
の
成
果
と
し
て
多
く
の
原
稿
を
残
し
て
い
る
。

戦
後
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
へ
の
専
一
的
な
関
心
は
退
潮
し
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る

が
、
そ
れ
で
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
り
彼
は
別
格
の
詩
人
で
あ
り
続
け
た
だ
ろ
う
）
1
（

。

こ
の
詩
人
こ
そ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
詩
人
と
詩
作
の
な
ん
た
る
か
を
知
ら
し
め

る
「
詩
人
の
詩
人
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
詩
「
追
想
」
の
最
後
の
詩
行
に
よ

れ
ば
、「
留
ま
る
も
の
を
ば
創
設
す
る
の
は
、
詩
人
で
あ
る
（W

as bleibt 

aber, stiften die D
icht

）
2
（er

）」。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
詩
句
の
意
味
を
つ
ま
び

ら
か
に
す
る
際
に
、
こ
こ
に
登
場
す
る
動
詞stiften

に
着
目
し
、
詩
人
の
営

み
を
「
存
在
の
創
設
（Stiftung

）」
と
い
う
語
を
も
っ
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
集
中
し
て
読
解
し
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
ド
イ
ツ
敗
戦
ま

で
の
時
期
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
同
時
に
彼
自
身
の
根
本
的
な
思
想
と
見
ら
れ
る

「
存
在
史
的
思
索
（das seynsgeschichtliche D

enken

）」
を
企
て
る
。
彼

は
『
存
在
と
時
間
』
を
一
つ
の
頂
点
と
し
て
自
身
の
歩
ん
で
き
た
思
索
の
道
を

批
判
的
に
振
り
返
り
つ
つ
、「
存
在
（Seyn

）」
へ
の
問
い
を
問
う
こ
と
で
形

而
上
学
の
超
克
へ
と
乗
り
出
す
。
こ
こ
で
、
彼
自
身
の
深
化
さ
れ
た
「
思
索
」

が
最
高
度
に
結
晶
化
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
思
索
（D

enken

）」
と
「
詩
作

（D
ichten

）」
に
つ
い
て
の
省
察
を
同
時
に
限
界
ま
で
推
し
進
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
関
係
は
、
一
九
四
一
年
か
ら
四
三
年
ま
で
の
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
読
解
、
そ
し
て
そ
れ
と
並
行
し
て
執
筆
さ
れ
て
い
た
「
存
在
史
的
思
索
」

の
テ
ク
ス
ト
群
の
中
で
、
集
中
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
も
ち
ろ
ん
、
両
者
を
考
え
る
上
で
、「
存
在
」
と
「
歴
史
」
の
省
察
が
地

盤
を
成
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
出
し
た
の
は
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
思
索
」
の
固
有
性
に
つ
い
て

│
│「
詩
作
」
と
の
関
係
か
ら
│
│
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「
存
在
」
が
通
時
的
に
不
変
の
概
念
で
は
な
く
、
歴
史
一
般
の
本
質
で
あ
り
、

そ
の
趨
勢
と
運
命
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
「
存
在
」
の
概
念
と
と

も
に
「
歴
史
」
の
概
念
も
新
た
に
転
換
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、

「
詩
作
」
と
「
思
索
」
は
共
に
こ
の
転
換
へ
と
至
る
道
筋
を
指
し
示
す
役
割
を

担
う
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
一
九
四
〇
年
代
前
半
か
ら
終
戦
ま
で
の
期
間
に

お
い
て
、「
存
在
史
的
思
索
」
が
こ
の
二
つ
の
語
に
つ
い
て
い
か
な
る
議
論
を

展
開
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

も
と
よ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
思
索
」
と
「
詩
作
」
に
関
す
る
研
究
は
多
数

存
在
す
る
）
3
（

。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
に
つ
い
て
の
研
究
も
汗
牛
充
棟
の
観
を
呈
し

て
お
り
）
4
（

、
近
年
は
三
〇
年
代
前
半
を
中
心
と
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
政
治
的
関
与

へ
の
／
か
ら
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
た
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
）
5
（

。
こ
れ

ら
に
加
え
本
稿
が
新
た
に
寄
与
す
る
点
は
、「
存
在
史
的
思
索
」
に
お
い
て
両

者
の
関
係
を
限
界
ま
で
推
し
進
め
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
両
者
の
根
本
的
な

差
異
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
協
働
」
と
一
言
で
済
ま
せ

る
こ
と
の
で
き
な
い
両
者
の
複
雑
な
関
係
の
中
で
、
特
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
自
身

の
生
涯
の
主
題
と
し
た
「
思
索
」
の
も
つ
特
異
性
が
何
か
を
問
う
て
ゆ
こ
う
。

そ
の
た
め
に
、
初
め
に
一
九
三
四
／
三
五
年
冬
学
期
講
義
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」』（GA

39

）
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

解
釈
を
手
が
か
り
と
し
、「
存
在
の
創
設
」
と
し
て
の
「
詩
作
」
の
暫
定
的
な

性
格
づ
け
を
行
う
（
第
一
節
）。
続
い
て
、『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
解
明
』

（GA
4

）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
一
九
四
三
年
の
講
演
の
原
稿
「
追
想
」
を
読

解
し
、
前
節
で
の
「
存
在
の
創
設
」
に
お
い
て
「
留
ま
る
（bleiben

）」
こ
と

と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
二
節
）。
次
に
「
存
在
史
的
思
索
」
の
中
で
も
、

上
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
と
同
時
期
に
あ
た
り
、
そ
れ
と
並
走
す
る
形
で
思
索

と
詩
作
の
関
係
を
集
中
的
に
論
じ
た
『
原
初
に
つ
い
て
』（GA

70, 

一
九
四
一

年
執
筆
）、『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』（GA

71, 

一
九
四
一
／
四
二
年
執
筆
）
の
議

論
を
辿
り
、「
思
索
」
の
内
実
と
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
「
原
初
」
の
概
念
を

分
析
す
る
。
そ
の
こ
と
で
「
原
初
と
の
別
離
」
と
し
て
思
索
の
働
き
が
示
さ
れ

る
（
第
三
節
）。
以
上
で
明
ら
か
に
な
る
「
思
索
」
と
「
詩
作
」
の
関
係
を
、「
原

初
」
を
媒
介
と
す
る
「
脱
│

創
設
（ent-stiften

）」
と
「
創
設
（stiften

）」
の

概
念
に
即
し
て
図
式
的
に
提
示
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、「
思
索
」
の
持
つ

固
有
性
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
四
節
）。
最
後
に
、
両
者
が
本
質
的
に
異
な
り

つ
つ
も
、「
人
間
」
の
「
言
葉
」
の
同
一
性
に
お
い
て
関
係
し
う
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。（
第
五
節
）。

第
一
節
「
存
在
の
創
設
」
と
し
て
の
「
詩
作
」

「
存
在
の
創
設
（Stiftung

）」
と
「
詩
作
」
が
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
る
の
は
、

一
九
三
四
／
三
五
年
夏
冬
学
期
講
義
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ー

ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
手
短
に
確
認
す
れ
ば
、

こ
の
講
義
の
前
書
き
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
こ
れ
か
ら
は
じ
め
て
ド
イ
ツ
人
に
差

し
迫
っ
て
く
る
」
者
（GA

39, 1

）
と
し
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
規
定
す
る
。
そ

し
て
こ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
読
解
の
目
的
と
は
、「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
力

の
圏
域
に
接
近
し
、
そ
の
圏
域
に
対
し
て
我
々
を
晒
し
出
す
こ
と
」（GA

39, 8

）
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で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
』
の
読
解
の
前
置
き
と

し
て
、
講
義
第
三
節
・
第
四
節
に
お
い
て
正
当
化
し
て
い
る
。「
詩
作
す
る
（
一

般
に
創
作
す
る
こ
と dichten

）」
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
のδείκνυμι

に
遡
る
こ

と
が
で
き
る
）
6
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
詩
作
」
と
は
、「
指
し
示
し
て
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
仕
方
で
言
う
こ
と
」
を
根
源
的
に
意
味
す
る
。
詩
作
が
明
ら

か
に
す
る
も
の
と
は
、〈
民
族
が
存
在
者
の
た
だ
な
か
で
存
在
し
て
い
る
〉
と

い
う
も
っ
と
も
自
明
視
さ
れ
た
、
か
つ
人
間
に
と
り
も
っ
と
も
根
源
的
な
事
態

で
あ
る
。
詩
「
や
さ
し
い
青
空
に
…
」
の
詩
句
「
功
業
に
満
ち
て
、
だ
が
詩
人

の
よ
う
に
人
間
は
こ
の
地
上
に
住
む
）
7
（

」
を
読
解
し
つ
つ
彼
が
言
う
よ
う
に
、「
詩

人
の
よ
う
に
」
住
む
、
と
は
、
民
族
が
、
詩
作
の
開
示
す
る
存
在
、
そ
し
て
そ

の
存
在
を
理
解
す
る
た
め
の
「
世
界
」
に
基
づ
い
て
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
に
晒

し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
よ
び
、
そ
れ
が
「
人
間
の
歴
史
的
現
存
在

（geschichtliches D
asein

）
の
根
本
生
起
（Grundgeschehen
）」
で
あ
る

と
い
う
（GA

39, 36

）。
さ
し
あ
た
っ
て
詩
作
と
は
、
言
葉
（Sprache

）
に
よ
っ

て
存
在
を
描
き
だ
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
存
在
に
基
づ
い
て
、
存
在
す
る

も
の
（
存
在
者das Seiende

）
の
た
だ
中
に
晒
さ
れ
て
い
る
「
民
族
」
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
だ
、
と
理
解
で
き
る
（vgl. GA

39, 74, 98, 184

）。
そ
こ
で

は
じ
め
て
民
族
は
存
在
者
と
し
て
そ
の
民
族
の
世
界
の
う
ち
に
留
ま
る
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
「
留
ま
る
も
の
と
は
存
在
者
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
存
在
に

よ
る
存
在
者
な
の
で
あ
る
」（GA

39, 214

）
と
述
べ
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

は
こ
う
し
て
存
在
者
の
た
だ
な
か
に
晒
し
出
さ
れ
た
民
族
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
意
味
で
詩
人
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
「
力
の
圏
域
」
に
晒
さ
れ
る
こ
と
で
、

民
族
と
し
て
歴
史
に
お
い
て
存
在
す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
こ
で
「
歴
史
」
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
の
根
本
的
な
主
題

に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
人
間
の
歴
史
的
現
存

在
」
と
は
、
平
た
く
言
え
ば
、〈
人
間
と
は
何
か
〉
を
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、

〈
そ
れ
が
抜
き
差
し
な
ら
な
い
仕
方
で
歴
史
の
中
の
い
ま
・
こ
こ
に
い
る
こ
と
〉

で
あ
る
。
そ
の
「
根
本
生
起
」、
つ
ま
り
〈
人
間
が
本
質
的
に
歴
史
的
で
在
る

こ
と
が
い
か
に
し
て
起
こ
る
の
か
〉、
そ
の
答
え
を
示
す
の
が
詩
作
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、「
歴
史
」
に
規
定
さ
れ
た
か
ぎ
り

で
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
そ
う
な
の
か
、

を
詩
作
と
い
う
形
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
「
詩
人
」
な
の
で

あ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、「
歴
史
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
人
間
と
呼
ば
れ
て
い
る

「
我
々
が
誰
で
あ
る
か
」（GA

39, 49

）
│
│
そ
し
て
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
、

こ
の
問
い
は
、
直
ち
に
「
我
々
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

と
い
う
問
い
に
換
言
で
き
る
│
│
と
い
う
問
い
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
こ
で
い
う
「
歴
史
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
学
」
の
対

象
と
な
る
人
間
の
営
み
の
経
過
で
は
な
い
。『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
は
、

「
歴
史
性
（Geschichtlichkeit

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
時
間
性
の
動
性
に

基
づ
い
て
、
来
る
べ
き
将
来
を
見
定
め
そ
こ
へ
と
先
駆
け
つ
つ
、
過
去
の
事
実

性
を
自
身
で
引
き
受
け
る
こ
と
で
「
自
身
の
時
間

0

0

0

0

0

＝
時
代

0

0

（seine Zeit

）」
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（GA
2, 509

）
に
お
い
て
行
為
す
る
、
と
い
う
現
存
在
自
身
の
実
存
論
的
な
構
造
、

お
よ
び
実
存
的
な
存
在
の
仕
方
が
言
わ
れ
て
い
る
。
下
で
確
認
す
る
よ
う
に
、

こ
の
動
的
構
造
は
、〈
詩
作
に
お
い
て
目
ざ
し
て
ゆ
く
歴
史
の
終
わ
り
と
し
て

「
根
源
」
が
改
め
て
見
出
さ
れ
る
〉
こ
と
を
通
し
て
、
民
族
の
存
在
の
歴
史
性

を
成
し
て
い
る
。

講
義
の
第
二
部
（「
ラ
イ
ン
」
の
読
解
）
第
三
章
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
「
川
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
と
、
そ
の
水
が
湧
き

出
る
「
根
源
（
源
泉U

rsprung
）」、
そ
し
て
人
間
の
「
歴
史
的
現
存
在
」
と

の
必
然
的
な
関
係
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
ラ
イ
ン
」
の
読
解
に
よ
っ
て
見

出
す
の
は
、
そ
こ
か
ら
水
が
湧
き
出
、
そ
の
こ
と
で
ラ
イ
ン
河
を
そ
も
そ
も
そ

れ
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
根
源
」
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
こ
の
詩
の

第
四
詩
節
で
「
謎
な
る
は
、
純
粋
に
発
源
す
る
も
の
（Reinentsprungen

）
8
（es

）」

と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
全
体
」
と
解
す
る
。
そ
し
て

ラ
イ
ン
川
の
源
泉
を
、
存
在
の
「
根
源
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の

「
根
源
」
と
い
う
概
念
は
、
水
の
湧
き
出
る
源
泉
と
い
う
意
味
を
超
え
て
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
独
自
の
解
釈
を
被
っ
て
い
る
（GA

39, 234

）。

純
粋
な
根
源
と
は
、
た
だ
他
の
も
の
を
自
身
か
ら
解
き
放
ち
、
そ
れ
に
自

分
自
身
を
超
え
さ
せ
る
よ
う
な
根
源
で
は
な
く
、
そ
の
力
が
絶
え
ず
発
源

し
た
も
の
を
飛
び
越
え
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
│

飛
び
越
え
、
そ
れ
よ
り
長

く
持
ち
こ
た
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
留
ま
る
も
の
の
根
拠
定
立
に
お
い
て

現
在
で
あ
る
原
初
で
あ
る
。
現
在
で
あ
る
の
は
早
く
か
ら
力
を
及
ぼ
し
続

け
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
先
立
っ
て
発
源
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
初

と
し
て
同
時
に
決
定
的
な
終
わ
り
で
あ
る
、
つ
ま
り
そ
も
そ
も
は
目
的
で

あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
そ
う
な
の
だ
。（GA

39, 241

）

大
河
の
源
泉
は
、
そ
の
湧
出
口
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
身

が
湧
き
出
る
水
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
て
湧
き
出
た
流
れ
全
体
を
も
含
ん

で
い
る
と
も
言
え
る
（vgl. GA

39, 235

）。
そ
の
意
味
で
源
泉
と
は
、
そ
れ
自

身
湧
き
出
る
「
純
粋
に
発
源
す
る
も
の
」
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら

湧
き
出
、
流
れ
を
成
す
大
河
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
源
泉
は
大
河
の
た

だ
の
初
期
段
階
で
は
な
く
、
川
に
お
い
て
常
に
「
現
在
」
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
源
泉
そ
の
も
の
は
、
流
れ
て
い
る
河
の
根
底
に
潜
み
、
我
々
に

見
る
こ
と
の
で
き
な
い
隠
れ
た
始
ま
り
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
、「
純
粋
に
発
源
す
る
も
の
」
と
は
「
謎
」
な
の
だ
、
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
こ
の
「
謎
」
が
、
存
在
者
と
そ
の
存
在
を
根
拠

づ
け
る
「
根
源
」
と
し
て
、
人
間
の
「
歴
史
的
現
存
在
」
を
発
源
さ
せ
、
そ
し

て
そ
の
根
底
に
置
い
て
支
え
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
説
明
か
ら
、「
純
粋
な
根
源
」
が
そ
こ
か
ら
発
源
し
、
そ
れ
が
支
え

る
す
べ
て
の
も
の
よ
り
も
「
長
く
持
ち
こ
た
え
」、
そ
れ
ら
の
も
の
の
根
底
で

謎
と
し
て
「
現
在
で
あ
る
」
こ
と
は
理
解
で
き
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
れ
は
大

河
の
│
│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
で
い
え
ば
「
人
間
の
歴
史
的
現
存
在
」
の
│
│

向
か
う
べ
き
「
目
的
」、「
終
わ
り
」、
将
来
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
点
を
よ
り
詳
し
く
見
る
た
め
に
、「
イ
ス
タ
ー
」
と
同
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様
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
際
の
ド
ナ
ウ
川
に
見
立
て
て
理
解
す
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の

詩
「
追
想
（A

ndenken

）」
の
一
九
四
三
年
に
お
け
る
解
釈
に
目
を
移
そ
う
）
9
（

。

第
二
節
「
詩
作
」
に
お
け
る
「
歴
史
的
現
存
在
」
の
ゆ
く
え

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
四
三
年
七
月
二
一
日
に
行
っ
た
講
演
を
も
と
に
し
た
論

考
「
追
想
（A

ndenken
）」
お
い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
同
名
の
詩
の
解
釈

を
行
っ
て
い
る
。
時
期
や
内
容
的
に
、
こ
れ
は
一
九
四
二
／
四
三
年
冬
学
期
講

義
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
追
想
」」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
講
演
で
あ
ろ
う
。

追
想
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
ド
ナ
ウ
川
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
講
演
の
冒

頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
流
、
源
泉
近
く
、
岩
の
間
で
ド
ナ
ウ
川
は
躊
躇
う
よ
う
に
し
て
流
れ
る
。

そ
の
黒
ず
ん
だ
水
は
時
た
ま
滞
留
し
、
渦
を
巻
い
て
逆
流
し
押
し
寄
せ
る

こ
と
さ
え
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
あ
た
か
も
、
流
れ
が
遠
方
の
（frem

d
）
海

へ
と
流
れ
出
る
地
点
か
ら
、
根
源
へ
と
向
か
っ
て
押
し
寄
せ
る
流
れ
が

や
っ
て
く
る
か
の
よ
う
に
。（GA

4, 79

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
ド
ナ
ウ
の
逆
流
現
象
を
、
上
で
述
べ
た
「
目
的
」
と
し
て

の
根
源
へ
向
か
う
流
れ
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
ド

ナ
ウ
川
の
よ
う
に
、
源
泉
す
な
わ
ち
「
根
源
」
の
近
く
で
直
ち
に
逆
流
現
象
が

起
こ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
逆
転
は
、
ド
ナ
ウ
川
が
遠
く
「
遠
方

の
海
へ
と
流
れ
出
る
地
点
」
に
ま
で
至
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
、
と
彼
は
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
追
想
」
の
第
四
詩
節
に
お
い
て
、

遠
く
海
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
「
友
人
た
ち
」
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着

目
す
る
（GA

4, 127

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
こ
の
問
い
に
お

い
て
、
友
人
の
場
所
だ
け
で
な
く
、「
自
分
自
身
に
つ
い
て
問
う
」（GA

4, 

129

）。
つ
ま
り
、
友
の
場
所
と
と
も
に
、
自
分
の
場
所
を
問
う
て
い
る
の
だ
、
と
。

そ
し
て
こ
の
問
い
の
答
え
が
、「
多
く
は
根
源
に
向
か
う
の
に
／
物
怖
じ
す
る

の
だ
）
10
（

」
と
い
う
詩
句
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
で
詩

人
を
問
わ
れ
る
「
友
人
た
ち
」
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

彼
は
、
詩
人
を
下
流
の
先
、
海
へ
と
旅
立
っ
た
「
船
人
た
ち
」
と
さ
え
同
一
化

す
る
（GA

4, 130

）。
最
終
的
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
人
物
像
を
イ
ン
ド
に

向
か
う
男
た
ち
に
重
ね
合
わ
せ
る
（GA

4, 139

）。
そ
こ
か
ら
男
た
ち
は
、
根

源
へ
と
改
め
て
帰
郷
す
る
の
で
あ
る
）
11
（

。
こ
う
し
て
複
数
の
人
物
像
を
、「
詩
人
」

に
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
が
見
出
す
の
は
次
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
詩
人
は
根
源
＝
源
泉
の
近
く
で
遠
く
離
れ
た
海
を
思
い
や
る
と
と

も
に
、
同
時
に
海
の
方
か
ら
「
船
人
」
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
根
源
へ
と
帰
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
（GA

4, 133

）。
こ
の
一
見
矛
盾
す
る
あ

り
方
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
詩
人
」
に
集
約
し
読
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
源
泉
に
端
を
発
し
、
そ
こ
か
ら
離
れ
行
き
、
再
び
新
た
な
仕
方

で
源
泉
に
近
づ
く
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
留
ま
る
こ
と
」

（GA
4, 145

）
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
読
解
に
お
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い
て
「
留
ま
る
」
存
在
者
は
歴
史
に
お
け
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ

と
で
、
人
間
は
、
そ
の
歩
み
に
お
い
て
、
向
か
う
べ
き
源
泉
を
こ
と
さ
ら
に
再

発
見
し
、「
示
す
」（GA

4, 147

）。

根
源
は
次
の
よ
う
に
し
て
の
み
示
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
根
源
に
端
を

発
し
た
遍
歴
の
帰
還
と
し
て
こ
う
し
て
〔
根
源
を
〕
示
す
こ
と
が
、
根
源

へ
接
近
す
る
こ
と
へ
と
入
り
ゆ
く
よ
う
に
し
て
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

示
す
こ
と
は
、
ま
さ
に
根
源
の
し
っ
か
り
と
固
定
さ
れ
た
も
の
の
中
で
、

し
っ
か
り
と
差
し
込
ま
れ
る
（feststecken

）
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

創
設
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
こ
の
創
設
す
る
こ
と
が
示
し
な
が
ら
留

ま
る
こ
と
と
し
て
創
設
す
る
の
は
、
留
ま
る
こ
と
自
体
で
あ
る
。（GA

4, 

147

）

こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
「
示
す
」
と
い
う
働
き
を
介
し
た
「
根
源
」
と
「
留
ま

る
も
の
」
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
関
係
は
既
存
の

二
者
間
の
や
り
と
り
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
、「
留

ま
る
も
の
」
が
遠
方
（
詩
で
い
え
ば
海
）
か
ら
根
源
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

根
源
は
「
謎
」
と
し
て
示
さ
れ
る
。
と
同
時
に
初
め
て
、
こ
の
留
ま
る
も
の
自

身
と
、
そ
れ
が
「
示
す
」
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
が
、
逆
に
根
源
の
方
か
ら
根

拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、〈
す
で
に
留
ま
る
も
の
が
根

源
か
ら
離
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
の
み
向
か
う
べ
き
根
源
が
根
源
と
し
て
明

ら
か
に
な
る
〉
と
い
う
こ
と
に
加
え
、〈
こ
の
こ
と
が
そ
も
そ
も
根
源
に
よ
っ

て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
〉
が
詩
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
こ
と
全
体
が
、「
留
ま
る
」
こ
と
と
し
て
「
創
設
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
謎
な
る
は
、
純
粋
に
発
源
す
る
も
の
（Reinentsprungenes

）」
と
い
う

詩
句
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、「
人
間
の
歴
史
的
現
存
在
」
を
可
能
に
し
て
い
る

「
根
源
」
そ
の
も
の
は
、「
謎
」
で
あ
り
続
け
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。
彼

は
「
人
間
的
現
存
在
の
本
質
根
拠
と
し
て
の
言
葉
の
根
源
的
根
源
（ursprüngli-

cher U
rsprung

）
は
ひ
と
つ
の
秘
密
で
あ
る
」（GA

39, 75

）
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
民
族
の
存
在
の
生
起
を
語
り
、
存
在
者
を
開
示
す
る
詩
作
の

言
葉
の
本
質
に
あ
る
の
は
、
根
源
を
秘
密
と
し
て
「
隠
す
力
」（GA

39, 119

）

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
詩
作
と
は
一
方
で
「
人
間
の
歴
史
的
現
存
在
」

を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
「
根
源
」
を
│
│
詩
に
お
い
て
言
え
ば
上

流
の
激
流
の
下
に
あ
る
川
底
深
く
に
│
│
隠
れ
た
も
の
と
し
て
、
明
ら
か
に
す

る
行
為
な
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
詩
作
の
「
創
設
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

民
族
の
存
在
の
仕
方
と
、
彼
ら
を
取
り
囲
む
存
在
者
の
あ
り
方
を
、
そ
の
歴
史

性
に
お
い
て
「
留
ま
る
」
も
の
の
趨
勢
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
。
同
時
に
、
そ

の
歴
史
性
の
根
拠
で
あ
り
な
が
ら
民
族
が
向
か
う
べ
き
遠
方
の
目
的
地
で
あ
る

隠
さ
れ
た
「
根
源
」
を
、
こ
と
さ
ら
に
隠
れ
た
も
の
と
し
て
指
し
示
し
、
現
れ

さ
せ
る
言
葉
の
働
き
で
あ
る
、
と
）
12
（

。

上
記
の
講
演
の
元
と
な
っ
た
一
九
四
一
／
四
二
年
冬
学
期
講
義
「
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
讃
歌
「
追
想
」」
を
振
り
返
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
講
演
と
異
な
り
「
根

源
」
を
言
う
の
に
「
原
初
（A

nfang

）」
と
い
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
表
現
を
「
根
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源
」
と
同
程
度
用
い
て
い
る
。
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在

史
的
思
索
」
に
お
い
て
こ
の
「
原
初
」
の
語
を
独
特
の
意
味
で
練
り
上
げ
て
お

り
、
講
義
で
は
こ
の
自
身
の
思
索
の
語
を
よ
り
積
極
的
に
用
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
前
節
の
引
用
（GA

39, 241

）
を
再
び
見
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す

で
に
こ
の
時
期
の
講
義
に
お
い
て
、「
純
粋
な
根
源
」
と
は
、
そ
こ
か
ら
発
源

す
る
も
の
を
「
現
在
」
に
お
い
て
隠
れ
た
ま
ま
支
え
、
か
つ
そ
の
「
目
的
」
と

な
る
「
原
初

0

0

」
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
「
原
初
」
の
概
念
が
、「
存

在
史
的
思
索
」
に
お
い
て
、
形
而
上
学
と
の
対
決
の
た
め
の
重
要
な
着
眼
点
と

な
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
「
原
初
と
の
別
離
」
と
し
て
の
「
思
索
」

一
九
三
六
年
の
『
哲
学
へ
の
寄
与
（
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
よ
り
）』
を
皮
切
り

に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
一
九
四
四
年
ご
ろ
ま
で
「
存
在
史
的
思
索
」
と
呼
ば
れ
る

一
連
の
テ
ク
ス
ト
を
草
稿
形
式
で
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
形

而
上
学
の
超
克
」
を
企
て
、「
存
在
（Seyn

）」
の
「
現
れ
」
と
「
隠
れ
」
の

生
起
が
形
而
上
学
の
歴
史
を
貫
く
根
拠
と
し
て
働
い
て
き
た
こ
と
を
読
み
取
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
（Seyn

）」
を
、
形
而
上
学

に
お
い
て
「
存
在
者
の
存
在
」
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
て
き
た
存
在
（Sein

）

と
別
の
も
の
で
は
な
い
が
、
存
在
者
を
成
立
さ
せ
つ
つ
自
身
は
認
識
か
ら
逃
れ

る
〈
存
在
そ
れ
自
体
〉
と
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
問
い
の
中
で
思
索
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
存
在
（Seyn

）」
を
問
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
形
而
上
学
を
超

え
て
、
そ
の
根
拠
に
ま
で
至
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
意
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
根
源
へ
の
遡
行
は
こ
こ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
に
執
筆
さ
れ
た
『
原
初
に
つ
い
て
』
で
彼
は
、
さ

ら
に
こ
の
「
存
在
（Seyn

）」
の
隠
れ
を
「
原
初
（A

nfang

）」
と
呼
ぶ
。
そ

の
こ
と
に
よ
り
彼
は
、
形
而
上
学
を
成
立
さ
せ
る
「
存
在
（Seyn

）」
の
語
を

も
超
え
、
自
身
が
行
っ
て
い
る
「
思
索
」
そ
の
も
の
の
限
界
を
見
定
め
よ
う
と

す
る
）
13
（

。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
原
初
が
隠
れ
て
ゆ
く
運
動
そ
れ
自
体
こ
そ
が
、

「
原
初
そ
の
も
の
」
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
特
に
『
存
在
と

時
間
』
以
降
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
講
義
や
論
考
で
幾
度
と
な
く
探
究
し
、
ま
た
指

摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
形
而
上
学
の
原
初
に
お
い
て
は
、「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
し

て
の
存
在
の
「
立
ち
現
れ
（A

ufgang

）」
の
生
起
が
語
ら
れ
て
き
た
。
西
洋

形
而
上
学
の
存
在
理
解
の
根
底
に
は
、
植
物
の
発
芽
と
成
長
の
よ
う
に
、
こ
の

「
立
ち
上
が
る
」
動
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
『
原
初
に
つ

い
て
』
で
は
、
こ
の
立
ち
現
れ
に
先
立
っ
て
、
何
か
が
隠
れ
て
ゆ
く
運
動
を
こ

そ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
原
初
と
呼
び
、
思
索
す
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
、「
存
在
史
的
思
索
」
の
内
奥
に
お
い
て
、「
始
ま
る
こ
と
」
と

は
た
だ
ち
に
、
立
ち
上
が
る
こ
と
に
先
立
っ
て
、
何
か
が
隠
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
下
り
行
き
（U

ntergang

没
落
）」

（GA
70, 83

）
と
呼
ぶ
。
植
物
に
喩
え
て
い
う
な
ら
ば
、
我
々
は
、
一
見
植
物
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の
地
面
か
ら
の
発
芽
を
そ
の
「
始
ま
り
」
と
み
な
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
ハ

イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
発
芽
に
先
立
っ
て
隠
れ
た
ま
ま
潜
り
込
ん
で
ゆ
く
根

こ
そ
、
植
物
の
本
当
の
始
ま
り
な
の
で
あ
る
）
14
（

。

こ
れ
は
「
思
索
」
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
存
在
史
的
思

索
」
と
は
、「
存
在
（Seyn

）
の
歴
史
」
の
思
索
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、

思
索
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
思
索
す
る
人
間
自
身
が
、「
存
在
（Seyn

）」
と

呼
応
関
係
に
あ
る
こ
と
の
省
察
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
省
察
が
可
能
に
な
る
の

は
、
形
而
上
学
に
お
い
て
存
在
が
「
存
在
者
の
存
在
」
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
根
底
に
お
い
て
隠
れ
を
我
々
が
読
み
取

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
原
初
」
そ
の
も
の
は
、
も
は
や
そ
れ
を
知

る
手
が
か
り
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
な
隠
れ
で
あ
り
、
す
で
に
起
こ
っ
た

没
落
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
思
索
は
「
存
在
（Seyn

）」
の
概
念
を
手
が

か
り
と
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
〈
隠
れ
て
い
っ
た
原
初
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
〉

と
、
そ
の
原
初
へ
の
注
意
を
促
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
（vgl. 

GA
70, 19

）。
こ
れ
は
前
節
で
語
を
超
え
た
語
の
根
源
と
し
て
、
隠
れ
と
し
て

の
み
詩
作
さ
れ
て
い
た
「
原
初
」
に
つ
い
て
、
思
索
の
領
域
に
お
い
て
接
近
し

て
ゆ
く
動
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
お
い
て
既
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
史
的
思
索
を
「
原

初
的
思
索
」（GA

65, 64

）
と
呼
ん
で
い
た
が
、
今
や
、
こ
の
呼
称
は
独
特
の

意
味
を
帯
び
る
。「
原
初
的
思
索
」
と
は
、
隠
れ
て
い
っ
た
原
初
を
指
し
示
し

つ
つ
、
そ
れ
と
の
「
別
離
（A

bschied

）」
を
こ
と
さ
ら
に
見
出
し
て
い
く
思

索
の
経
験
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
別
離
は
、
か
つ
て
あ
っ
た
原
初
を
措
定
し
、
そ

の
喪
失
を
惜
し
む
こ
と
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
別
離
の
経

験
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
隠
れ
る
原
初
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
こ
へ
と
向
か
う

将
来
の
可
能
性
、
そ
し
て
必
然
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
「
別
離
は
到
来
で
あ
る
」（GA

70, 24

）
と
言
う
。
こ
れ

は
ま
さ
に
、
前
節
で
み
た
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
に
お
け
る
歴
史
の
「
目
的
」

と
し
て
の
原
初
の
将
来
に
他
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
か
ら
大
き
く
着
想
を
得
て
い
る
「
原
初
」
の
概

念
は
、「
存
在
史
的
思
索
」
に
お
い
て
思
索
そ
の
も
の
に
と
り
根
本
的
な
概
念

と
し
て
再
解
釈
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
上
記
の
よ
う
な

「
原
初
」
を
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
考
え
て
い
た
の
か
は
「
決
め
ら
れ
な
い
」

（GA
70, 28

）
と
留
保
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

留
ま
る
こ
と
の
原
初
的
本
質
は
、
原
初
へ
の
遡
行
、
別
離
で
あ
る
。
別
離

と
は
、
原
初
に
基
づ
い
て
、
も
っ
と
も
内
密
な
仕
方
で
〈
先
へ
と
発
展
し

な
い
こ
と
〉（N

icht-fort-gehen

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
別
離
は
一

連
の
進
展
の
突
発
を
乗
り
越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（GA

70, 28

）

前
節
で
見
た
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
解
明
』
で
は
、
ド
ナ
ウ
川
の
流
れ
に

沿
っ
て
海
に
出
、
ま
た
そ
こ
か
ら
戻
っ
て
ゆ
く
「
詩
人
」
の
旅
路
が
語
ら
れ
て

い
た
。
今
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
は
っ
き
り
定
式
化
す
る
。
原
初
の
本
質
は
、

何
か
が
勃
興
し
、
そ
れ
が
連
続
的
に
発
展
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
線
的
経
過
の
初

期
段
階
と
し
て
は
も
は
や
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
原
初
と
は
、
そ
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れ
に
先
立
っ
て
我
々
が
喪
失
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
の
喪
失
に
よ
っ

て
成
立
し
た
「
形
而
上
学
の
歴
史
」
の
進
行
を
そ
の
「
完
成
」
と
「
終
焉
」
ま

で
歩
み
抜
い
た
。
こ
の
発
展
の
終
わ
り
か
ら
振
り
返
っ
て
初
め
て
、「
始
ま
る

こ
と
」
そ
の
も
の
を
新
た
に
考
え
る
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
、
忘
却

し
喪
失
さ
れ
た
「
原
初
」
の
「
下
り
行
き
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
我
々

が
既
に
前
提
と
し
、
乗
り
越
え
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
「
原
初
」
が
、
実

は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
隠
れ
、
我
々
か
ら
逃
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
経

験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
下
り
行
き
」
す
る
「
原
初
」
へ
と
遡
行
し
、
そ

れ
と
の
「
別
離
」
を
反
復
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
留
ま
る
こ
と
」
の
原
初
的
本

質
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
明
ら
か
に
表
象
的
次
元
を
超
え
た
、
逆

方
向
の
運
動
の
統
一
を
一
挙
に
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
原
初
か
ら
の

離
反
と
、
そ
こ
へ
の
接
近
の
両
犠
牲
の
中
で
立
ち
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
人
間

の
歴
史
的
な
現
存
在
、
す
な
わ
ち
「
留
ま
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
詩
作
」
の
「
留
ま
る
こ
と
」
を
「
思
索
」

の
次
元
で
再
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
原
初
」
に
還
り
つ

つ
同
時
に
そ
こ
か
ら
別
離
す
る
運
動
の
う
ち
に
留
ま
る
人
間
の
歴
史
的
現
存
在

の
在
り
様
を
引
き
出
し
た
。
で
は
、
こ
こ
か
ら
再
び
立
ち
戻
っ
て
考
え
た
と
き
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
詩
作
」
と
「
思
索
」
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
存
在
史
的
思
索
」
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を

さ
ら
に
見
て
ゆ
こ
う
。

第
四
節
「
存
在
」
と
「
原
初
」、
そ
し
て
「
思
索
」
と
「
詩
作
」

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
原
初
に
つ
い
て
』
の
第137

節
「
ど
こ
へ
？

思
索
と
詩

作
」
に
お
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
「
思
索
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
で
す
で

に
生
起
し
て
い
た
、
つ
ま
り
真
に
原
初
的
に
本
質
化
し
て
い
る
こ
と
を
先
立
っ

て
準
備
す
る
」（GA

70, 156

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
反
対
に
、
こ
の
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
解
釈
も
ま
た
、「
存
在
の
歴
史
の
知
に
基
づ
い
て
」（GA

70, 156

）
行

わ
れ
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
循
環
関
係
の
中
で
、
互
い
は
互
い
に
、
異
な
る
仕
方
で
、

同
じ
も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、一
方
で
、た
し
か
に
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
の
詩
作
は
、「
存
在
（Seyn

）」
に
あ
た
る
も
の
を
言
葉
に
お
い
て
詩
作

し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
西
洋
形
而
上
学
の
置
か
れ
た
歴
史
を
、
存
在
（Seyn

）

の
歴
史
と
し
て
、
つ
ま
り
「
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
」（GA

70, 157

）
と
し
て
こ
と

さ
ら
に
言
葉
に
も
た
ら
し
て
い
な
い
、
と
彼
は
指
摘
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ

は
も
ち
ろ
ん
詩
作
の
瑕
疵
で
は
な
い
。
詩
作
は
、
思
索
の
到
達
す
べ
き
将
来
の

原
初
を
既
に
独
自
の
仕
方
で
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
歴
史
の
た
だ
中
で
「
エ
ア

ア
イ
グ
ニ
ス
」
と
し
て
捉
え
る
の
は
思
索
の
役
目
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
互
い
に
互
い
を
必
要
と
し
、
根
拠
と
し
あ
う
事
態
に
お
い
て
、
両
者

は
い
か
な
る
働
き
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

上
で
挙
げ
た
講
演
「『
追
想
』」
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
遠
方
へ
と
旅

立
っ
た
「
船
人
」
と
し
て
の
「
友
人
」
の
場
所
を
尋
ね
る
詩
人
の
問
い
に
つ
い
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て
、
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
詩
作
的
に
問
う
行
為
は
、
思
索
的
に
問
う
行
為
と
は
別
様
の

方
法
に
属
す
る
。
後
者
は
自
身
を
本
質
的
に
問
う
に
値
す
る
も
の
へ
と
投

げ
出
し
、
そ
の
中
で
、
別
様
の
も
の
を
、
聖
な
る
も
の
の
語
り
と
し
て
、

耐
え
抜
き
つ
つ
の
解
決
（A

ustrag

）
へ
と
も
た
ら
す
。
思
索
者
は
、
彼

の
元
を
通
り
ぬ
け
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
て
、
彼
の
元
に
在
宅
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

（zu H
auß

）
非
故
郷
的
な
も
の
へ
と
思
い
を
向
け
る
。
そ
れ
に
対
し
、

詩
人
の
追
想
し
な
が
ら
の
問
い
は
、
故
郷
的
な
も
の
を
詩
作
す
る
。
こ
の

問
う
行
い
の
意
味
で
、
詩
の
唯
一
の
問
い
は
、
追
想

0

0

そ
の
も
の
の
本
質
へ

と
向
い
て
考
え
る
、
隠
さ
れ
た
問
い
を
畏
怖
し
な
が
ら
暴
露
す
る
働
き
と

し
て
留
ま
る
の
で
あ
る
。（GA

4, 129

）

一
方
で
思
索
と
は
、
自
身
に
「
在
宅
し
て
い
る
」、
言
い
換
え
れ
ば
思
索
す
る

者
自
身
に
当
然
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
自
明
の
も
の
を
、「
問
う

に
値
す
る
も
の
」
と
し
て
問
う
こ
と
で
、
そ
の
自
明
性
を
ゆ
る
が
せ
に
す
る
。

そ
の
中
で
、
こ
の
自
明
視
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
「
他
な
る
も
の
」「
聖

な
る
も
の
の
語
り
」、
言
い
換
え
れ
ば
思
索
す
る
「
人
間
」
な
ら
ざ
る
も
の
か

ら
受
け
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
時
に
こ
そ
、
思

索
の
限
界
に
お
い
て
、
詩
作
を
他
者
と
し
て
呼
び
込
む
可
能
性
が
開
け
る
の
で

あ
る
。
詩
人
は
、
こ
の
思
索
に
と
り
「
他
な
る
も
の
」
を
受
け
取
っ
て
言
葉
に

し
て
い
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
詩
人
は
他
方
で
、
こ
の
「
他
な
る
も
の
」
を
そ
れ
自
身
の
故
郷
と

し
て
直
接
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
詩
作
は
自
身
が
故
郷
か
ら
離
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
「
在
宅
」
せ
ず
「
追
想
（A

ndenken

）」
す
る
仕
方
で
し
か
思

索
で
き
な
い
こ
と
を
既
に
知
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
「
隠
さ
れ
た
問
い
」
と
し
て

言
葉
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
身
の
歴
史
性
の
根
源
で
あ
り
、
ま
た
将
来
向

か
う
べ
き
「
根
源
」
を
創
設
し
つ
つ
追
想
す
る
こ
と
は
し
か
し
、
こ
の
詩
作
の

働
き
自
身
が
隠
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
言
う
（GA

4, 129

）。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
作
は
思
索
に
よ
っ
て
直
接
に
は
理
解

さ
れ
な
い
ま
ま
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
思
索
自
身
に
よ
る
自
己
解
体
と
、

詩
作
の
必
要
性
の
自
覚
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

思
い
切
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
思
索
と
は
、
自
身
が
自
明
の
前
提
と
し
て
い

る
も
の
を
異
化
す
る
こ
と
で
問
い
、
詩
作
の
意
義
を
再
発
見
す
る
働
き
で
あ
る
。

他
方
詩
作
と
は
、
自
身
の
向
か
う
目
的
地
を
故
郷
と
し
て
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と

で
、
思
索
を
可
能
に
す
る
働
き
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
故
郷
と
し
て
住
っ
て
い
る
も
の
を
非
故
郷
的
に
問
う
思
索
、
故
郷
に

も
は
や
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
ま
さ
に
故
郷
的
な
も
の
を
明
ら
か
に

す
る
詩
作
。
思
索
と
詩
作
が
そ
れ
ぞ
れ
持
つ
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
的
、
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
的
と
で
も
い
え
る
働
き
が
、
上
述
の
循
環
関
係
の
な
か
で
、
互
い
に
逆

方
向
に
働
き
あ
い
な
が
ら
、
相
補
的
に
循
環
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
存
在
史
的
思
索
の
テ
ク
ス
ト
『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ

ス
』
で
は
、
詩
作
と
思
索
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
故
郷
的
な
も
の
に
お
い
て
故

郷
的
に
な
る
こ
と
」「
非
故
郷
的
な
も
の
に
お
い
て
非
故
郷
的
に
な
る
こ
と
」
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（GA
71, 329

）
と
述
べ
て
い
る
。
た
っ
た
今
見
た
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の

解
明
』
で
の
主
張
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
「
故
郷
的
な
も

0

0

0

0

0

の
に
お
い
て

0

0

0

0

0

非
故
郷
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
」「
非
故
郷
的
な
も
の
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

故
郷
的
に
な
る
こ
と
」
と
捉
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
両
テ
ク
ス
ト
の
間
の
主

張
が
一
部
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
も
そ
も
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
、
と
本
稿
は
主
張
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
と
『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』
と
の
視
点
の
違
い
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
で
の
上
記
引
用
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で

の
主
題
は
、「
思
索
者
」「
詩
人
」
の
問
い
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
人
間
の
発
し
た
問
い
に
よ
る
、
日
常
か
ら
の
異
化
作
用
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
、
自
身
が
住
む
と
こ
ろ
を
故
郷
的
、

自
身
が
そ
こ
へ
と
出
、
向
か
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
を
異
郷
と
し
て
捉
え
る
の
が
普

通
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
逆
転
と
違
和
感
の
喚
起
が
、
両
者
の
働
き
の
効
果

な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
人
間
の
領
域
に
お
け
る
常
識
的

な
思
考
か
ら
、「
存
在
史
的
思
索
」
に
お
け
る
「
存
在
（Seyn

）」
と
「
原
初
」

の
動
性
そ
の
も
の
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
え
る
思
索
へ
の
転
換
を
促
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
前
節
で
み
た
通
り
『
原
初
に
つ
い
て
』
で
は
、
す
で
に
人
間

の
主
体
的
行
為
で
は
な
く
、
原
初
そ
の
も
の
の
動
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
に
連
な
る
『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』
で
も
ま
た
、
人
間
で
は
な
く
、
原
初
そ

の
も
の
の
方
か
ら
事
柄
は
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
思
索

と
詩
作
も
ま
た
、
人
間
の
主
体
的
行
為
で
は
な
く
、
こ
の
原
初
を
め
ぐ
る
議
論

に
お
い
て
実
際
に
働
い
て
い
る
趨
勢
そ
の
も
の
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
人
間
か
ら
見
れ
ば
、
思
索
者
と
は
通
常
の
故
郷
的
な
も
の
か
ら
出

発
し
、
そ
れ
を
非
故
郷
的
な
も
の
と
し
て
異
化
す
る
。
こ
の
異
化
の
作
業
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
非
故
郷
的
な
も
の
に
お
い
て
非
故
郷
的
に
な
る
こ
と
」

と
い
う
、
思
索
そ
の
も
の
の
純
粋
な
動
性
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
非
故
郷
化
の

働
き
そ
の
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
詩
作
は
こ
れ
と
反
対
で
あ
る
。

詩
人
は
故
郷
に
居
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
既
に
在
っ
た
故
郷
を
将
来
に

創
設
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
郷
に
お
い
て
そ
れ
自
体
に
住

ま
う
働
き
、
故
郷
の
も
の
を
故
郷
の
も
の
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
純
粋
な
動
性

が
そ
れ
自
体
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
、
と
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』
で
さ
ら
に
、
こ
の
両
者
の
動
性
そ

の
も
の
に
関
し
て
、
思
索
を
「
脱
│

創
設
（Ent-stiftung

）」、
詩
作
を
「
創
設

（Stiftung

）」
と
名
付
け
、
両
者
の
対
称
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

留
ま
る
も
の
の
創
設
と
し
て
の
、
真
の
詩
作
か
ら
考
え
る
と
、
存
在
史
的

思
索
は
一
つ
の
脱
│

創
設
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
創
設
が
巻
き
戻
さ

れ
る
か
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
思
索
が
詩
作
に
関
係
づ
け
ら
れ

る
か
の
よ
う
に
し
て
で
も
な
い
。
脱
│

創
設
と
は
、
こ
こ
で
は
次
の
こ
と

だ
け
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
史
的
思
索
は
、
そ
れ
が
詩
作
と
区

別
さ
れ
る
と
き
、
詩
作
の
領
域
か
ら
連
れ
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
詩
作
の

本
質
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

区
別
に
お
い
て
詩
作
と
思
索
は
将
来
の
時
代
に
お
い
て
近
づ
く
の
で
あ
る

が
。（GA

71, 239
）
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「
存
在
史
的
思
索
」
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
思
索
の
持
つ
こ
の
異
化
作
用

を
「
脱
根
拠
（A

bgrund

）」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
彼
に
よ

れ
ば
、
思
索
と
は
、
そ
も
そ
も
根
拠
と
い
う
も
の
を
可
能
に
す
る
い
か
な
る
も

の
に
も
先
立
っ
て
、
そ
れ
を
「
脱
根
拠
化
す
る
（abgründen

）」（GA
71, 

239, 243

）
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
明
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
根
拠
が
実
際
に

無
根
拠
で
あ
り
、
根
拠
と
な
る
は
ず
の
「
原
初
」
が
我
々
か
ら
離
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
自
己
解
体
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。

一
つ
は
、
思
索
が
、
詩
作
が
創
設
す
る
存
在
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
存
在
者
の

開
示
と
は
反
対
に
、
む
し
ろ
そ
の
根
底
に
さ
か
の
ぼ
り
原
初
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
働
き
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
自
己
を
詩
作

の
領
域
か
ら
引
き
離
し
、
原
初
と
の
独
自
の
関
係
の
中
に
置
き
い
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
索
は
詩
作
に
お
け
る
原
初
と
の
関
係
の
う
ち
に
も
は
や

と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
く
し
て
、「
思
索
」
と
「
詩
作
」
は
原
初
を

介
し
て
断
絶
し
つ
つ
関
係
し
あ
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
て
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

思
索

詩
作

人
間

思
索
者

詩
人

異
化
す
る
働
き

故
郷
の
非
故
郷
化

非
故
郷
に
お
け
る
故
郷
化

原
初
的
動
性

脱
│

創
設

創
設

原
初
的
動
性
の
働
き

非
故
郷
化
の
動
性
そ
れ
自
体

故
郷
化
の
動
性
そ
れ
自
体

こ
う
し
て
考
え
た
場
合
、「
故
郷
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
非
対
称
性
も
ま
た
明

ら
か
に
な
る
。
詩
作
は
故
郷
を
常
に
可
能
に
し
、
ま
た
「
故
郷
的
な
も
の
に
お

い
て
」
あ
る
働
き
で
あ
り
な
が
ら
、
思
索
は
決
し
て
故
郷
を
持
た
な
い
。
ど
こ

に
も
自
身
の
働
き
を
支
え
る
も
の
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
『
原
初
に
つ
い
て
』『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』
に
先
立
つ
一
九
三
九
年
の

テ
ク
ス
ト
『
省
察
』
に
お
い
て
、
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

哲
学
と
は
、
神
に
も
人
間
に
も
属
さ
な
け
れ
ば
、
大
地
か
ら
生
い
立
つ
も

の
で
も
、
世
界
が
描
き
出
す
像
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
問
う
に
値
す
る
あ

ら
ゆ
る
単
純
な
も
の
を
閉
じ
込
め
る
渦
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
ら
ゆ

る
存
在
者
が
交
差
す
る
中
心
で
あ
る
。（GA

66, 42

）

「
世
界
」「
大
地
」「
神
」「
人
間
」
は
、
戦
後
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
四
方
界

（Geviert

）」
と
し
て
展
開
す
る
も
の
に
重
な
る
。
こ
れ
ら
は
詩
作
が
結
集
し
、

ま
た
根
拠
づ
け
る
こ
と
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
哲
学
は
こ
れ
ら
の

も
の
に
決
し
て
属
さ
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
問
い
つ
つ
、
そ
の
根
底
ま
で
解

体
す
る
こ
と
で
、
そ
の
先
に
あ
る
「
原
初
」
を
「
存
在
（Seyn

）」
の
語
に
よ
っ

て
指
し
示
す
一
つ
の
動
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
思
索
は
、
詩
作
が
可
能
に

す
る
領
域
の
〈
外
〉
か
ら
到
来
し
働
き
か
け
る
徹
頭
徹
尾
非
故
郷
的
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
思
索
と
詩
作
は
、
と
も
に
「
原
初
」
に
関
わ
り
合
い
な
が
ら

も
、
互
い
に
、
そ
の
働
き
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
働
く
領
野
に
お
い
て
も
全
く
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異
な
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
は
決
し
て
関
係
し
え
な

い
両
者
を
同
時
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
言
語
を
介
し
て
で
あ
る
。

第
五
節
「
言
語
」
に
お
け
る
思
索
と
詩
作
の
「
対
話
」

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
追
想
」
に
関
す
る
一
九
四
三
年
の
講
演
の
補
遺
で
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
追
想
は
、
思
索
に
よ
る
詩
作
と
の
ひ
と
つ
の
対
話
か
ら
出
来
す

る
が
、
そ
の
際
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
の
対
話
そ
の
も
の
と
、
そ
こ
か
ら
そ

の
対
話
が
出
来
す
る
も
の
が
、
言
葉
に
至
る
こ
と
は
な
い
。（GA

4, 193

）

原
初
を
過
去
に
見
出
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
到
来
を
将
来
に
見
据
え
る
「
追
想
」

は
、
前
節
ま
で
の
議
論
に
し
た
が
え
ば
、
思
索
と
詩
作
の
協
働
に
よ
っ
て
果
た

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
思
索
は
現
在
の
民
族
が
故
郷
と
み
な
し
て
い
る
も

の
を
異
郷
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
方
で
詩
作
は
そ
の
異
郷
か
ら
向
か
う
べ

き
故
郷
を
将
来
の
次
元
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
協
働
が
こ
こ
で
「
対
話
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
対

話
」
は
、「
言
葉
に
至
る
こ
と
は
な
い
」
原
初
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
「
追
想
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
本
質
的
な
思
考
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
同
名
の
講
演
で
論
じ
た
動
機
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ

ス
』
に
お
い
て
述
懐
し
て
い
る
。

詩
「
追
想
」
に
つ
い
て
の
注
解
は
、
我
々
を
し
て
、
こ
の
詩
で
詩
作
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
詩
作
的
思
索
で
あ
る
思
索
に
気
づ
か

（aufm
erken

）
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。（GA

71, 341

）

こ
の
記
述
に
忠
実
に
従
う
な
ら
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
営
み
は
、
正
確
に
言
え
ば

詩
作
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
詩
作
で
あ
る
と
同
時
に
思
索
で
あ
り
、
さ
ら
に

言
え
ば
思
索
と
詩
作
と
の
「
対
話
」
の
現
場
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
特
権
視
す
る
本
来
の
理
由
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ヘ
ル
ダ
ー

リ
ン
は
詩
作
と
思
索
の
対
話
の
場
と
な
る
点
で
、「
詩
人
の
詩
人
」、
つ
ま
り
詩

人
の
地
位
と
役
割
を
確
定
す
る
者
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
上
の
引
用
と
の
関
係
で
重
要
な
の
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
詩
作
に
よ
っ
て
「
気
づ
く
」
こ
と
そ
の
も
の
に
ま
で
省
察

の
目
を
向
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

気
づ
く
こ
と
に
お
い
て
の
み
聞
く
。
対
話
に
お
い
て
の
み
気
づ
く
。
同

じ
言
葉
（selbe Sprache

）
に
お
い
て
の
み
対
話
は
あ
る
。
つ
ま
り
、

言
う
こ
と
。
同
じ
語
（W

ort

）
を
。〔
も
っ
と
言
え
ば
〕
語
と
は
、
本
質

的
に
同
じ
も
の
（das Selbe

）
で
あ
る
。
根
源
的
な
思
索
だ
け
が
言
う

こ
と
で
あ
り
、
語
へ
と
連
れ
戻
す
の
で
あ
る
。
思
索
は
、
そ
の
本
質
の
原

初
が
も
つ
詩
作
と
同
じ
も
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
語
の
う
ち
に
あ
る
だ
け
で
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あ
る
。（GA

71, 323

）

第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、「
対
話
」
と
「
気
づ
き
」
の
相
互
の
循
環
関
係
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
注
解
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
「
対
話
」
に
つ
い
て
の
「
気

づ
き
」
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
「
気
づ
き
」
の
た
め
の
注
解

を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
可
能
に
す
る
も
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
け
る
「
対
話
」

そ
れ
自
身
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
注
釈
は
、
俯
瞰
し

て
見
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
そ
の
も
の
が
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
こ
へ
と
至
る
た
め
の
中
間
の
道
程
で
あ
る
。
つ
ま
り
徹
底
的
に
こ
の

詩
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
注
釈
に
は
何
も
拠

ら
な
い
。
全
て
は
詩
に
拠
っ
て
い
る
」（GA

71, 341
）
と
述
べ
る
。

第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
句
に
お
い
て
起
こ
る
「
対
話
」

を
、「
同
じ
言
葉
」
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
根
拠
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

思
索
と
詩
作
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
「
言
葉
」
の
中
で
同
じ
も

の
、
す
な
わ
ち
「
原
初
」
を
語
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
言
語
に
お
け
る

同
一
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
言
い
方
に
お
い
て
そ
も
そ
も
異
な
る
」（GA

71, 

323

）
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
思
索
と
詩
作
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身

が
持
つ
固
有
の
語
彙
連
関
の
中
で
、
し
か
し
同
一
の
原
初
を
、「
脱
│

創
設
」
と

「
創
設
」
と
い
う
全
く
異
な
る
仕
方
で
語
り
出
す
の
で
あ
る
（vgl. GA

71, 

325

）。
両
者
の
こ
の
関
係
が
「
対
話
」
と
し
て
成
立
す
る
の
が
、「
原
初
」
に

基
づ
く
「
言
葉
」
に
他
な
ら
な
い
。

で
は
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
言
葉
」
と
は
何
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
言
葉

が
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
こ
の
言

葉
に
よ
っ
て
人
間
の
本
質
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
彼
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
『
言
葉
へ
の
途
上
』
は
こ
の
洞
察
に
よ
っ
て
貫
か
れ

て
い
る
（vgl. z. B. GA

12, 9

）。
加
え
て
、
既
に
一
九
三
六
年
に
ロ
ー
マ
で

行
わ
れ
た
講
演
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
索
の
本
質
」
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
詩
「
君
、
決
し
て
信
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
和
解
者
よ
…
」
の
第
三
稿
に
お

け
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
句
「
我
々
は
一
つ
の
対
話
で
あ
る
か
ら
し
て
（Seit 

ein Gespräch w
ir si

）
15
（nd

）」
を
と
り
あ
げ
、「
人
間
の
存
在
は
言
語
に
基
づ
く
。

他
方
、
言
語
の
方
は
、
初
め
て
そ
も
そ
も
対
話
の
中
で
生
起
す
る
の
だ
」（GA

4, 

39

）
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
思
索
と
詩
作
の
言
葉
を
介
し
た
「
対
話
」

は
、
や
は
り
「
人
間
」
を
無
視
し
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
だ
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
創
見
を
す
で
に
持
ち
つ
つ
）
16
（

、
存
在
史
的
思
索
の
地
平
、
思
索
の
限
界
に

お
け
る
原
初
と
の
別
離
（
こ
れ
は
第
二
節
で
確
認
し
た
）
の
た
だ
中
で
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
、
将
来
新
た
な
か
た
ち
で
「
存
在
（Seyn

）」
が
語
ら
れ
る
可
能
性

に
対
し
て
自
身
を
開
く
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、
い
か
に
し
て
歴
史
的
人
間
性
（M

enschentum

）
の
真
理
、

そ
し
て
人
間
の
語
（
言
葉
）
に
お
い
て
、
存
在

0

0

（Seyn

）
が
本
質
化
す

0

0

0

0

る0

（w
esen

）
の
か
│
│
も
う
長
い
こ
と
存
在
（Sein

）
が
超
克
（über-

w
inden

）
さ
れ
、
存
在
（Seyn

）
が
克
服
（verw

inden

）
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。（GA

71, 102

）
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ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
題
は
こ
こ
で
「
言
葉
」
と
「
語
」
に
収
斂
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

将
来
に
お
い
て
存
在
（Seyn

）
は
い
か
な
る
本
質
を
持
つ
「
人
間
」
に
よ
っ
て
、

そ
し
て
い
か
な
る
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
か
。
も
と
よ
り
、
形
而
上

学
に
お
け
る
様
々
な
「
存
在
」
を
語
る
言
葉
（「
ピ
ュ
シ
ス
」「
イ
デ
ア
」「
力

へ
の
意
志
」
な
ど
）
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
伝
統
的
な
テ
ク
ス
ト
の
読
解
に
よ
り
明

ら
か
に
し
て
き
た
。今
度
は
形
而
上
学
を
超
え
て
、代
わ
り
に
「
存
在
（Seyn

）」

の
示
す
「
原
初
」
を
伝
え
る
言
葉
を
、
新
た
に
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

で
は
、
こ
の
語
は
い
か
に
人
間
に
お
い
て
創
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』
の
他
の
箇
所
（GA
71, 155f.

）
で
こ
れ

に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
要
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
自
身
の
歴
史
的
な
在
り
方
を
知
る
「
人
間
」

は
、
原
初
を
指
し
示
す
語
「
存
在
（Seyn

）」
に
対
し
て
「
答
え
の
語
（A

nt-

w
ort

）」
を
準
備
す
る
「
応
答
責
任
（V

erantw
ortung

）」
を
引
き
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
言
葉
の
語
」
を
紡
ぎ
出
し
、「
存
在
と
い
う

語
」
に
応
答
す
る
。
こ
の
「
呼
応
（Entsprechung

）」
関
係
に
の
な
か
で
、「
話

す
こ
と
」
及
び
「
言
葉
」
そ
の
も
の
の
本
質
と
い
う
も
の
が
決
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
以
上
の
こ
と
は
、「
思
索
し
て
言
い
伝
え
る
こ
と
（denkendes 

Sagen

）」
と
「
詩
作
し
て
名
付
け
る
こ
と
（dichtendes N

ennen

）」
の
中

で
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
答
え
の
語
」
を
再
び
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
は
「
存
在
の
声
に
対
す
る
人
間
的
対
句
（Gegenw

ort

）」（GA
71, 

156

）
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
あ
ら
ま
し
は
す
な
わ
ち
、
思
索
と
詩
作
の
対
話
に
お
け
る
、
新
た
な

「
存
在
（Seyn

）」
の
語
の
創
造
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
を
遡
っ

て
「
存
在
（Seyn

）」
の
語
を
見
出
し
た
存
在
史
的
思
索
と
ち
ょ
う
ど
逆
方
向

へ
と
向
け
て
、「
存
在
（Seyn

）」
と
し
て
働
く
別
の
語
を
源
泉
と
し
た
、
新

た
な
「
言
葉
」
に
よ
る
存
在
者
全
体
（
も
ち
ろ
ん
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
際
「
存

在
者
」
と
い
う
語
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
）
17
（

）
の
語
り
を
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
展
望
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、「
思
索
」
と
「
詩
作
」
を
め
ぐ
る
前
節
ま
で
の
議
論
が
、「
言

葉
」
を
介
し
た
「
人
間
」
と
「
存
在
（Seyn

）」
の
関
係
を
巡
っ
て
生
起
す
る

こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
示
唆
し
て
い
る
。つ
ま
り
、全
く
別
の
次
元
に
あ
る
「
思

索
」
と
「
詩
作
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
「
原
初
」
と
の
関

係
は
、
あ
く
ま
で
「
言
葉
」
を
持
つ
「
人
間
」
の
う
ち
で
の
み
、
一
挙
に
同
時

に
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
従
来
の
「
理
性

的
動
物
」
と
し
て
の
人
間
の
統
一
に
す
べ
て
を
還
元
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
む
し
ろ
今
述
べ
た
様
々
な
断
絶
と
同
時
に
共
存
を
可
能
に
す
る
「
言

語
」
と
い
う
謎
め
い
た
も
の
の
方
か
ら
、
あ
ら
た
に
人
間
を
考
え
直
す
こ
と
へ

と
む
け
て
、「
人
間
性
（M

enschentum

）」
が
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
「
人
間
性
」
と
は
、
人
間
の
内
容
を
規
定
せ
ず
、
そ
れ
が
向
か
う
べ
き
概
念

と
の
関
係
だ
け
を
指
し
示
す
語
、
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
言

う
な
ら
ば
「
形
式
的
告
示
」（GA

60, 63

）
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
人

間
」
は
、「
存
在
（Seyn

）」
を
通
し
た
原
初
と
の
関
係
の
う
ち
で
再
考
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
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以
上
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
我
々
は
一
つ
の
対
話

（Gespräch

）
で
あ
る
」
と
い
う
句
を
再
解
釈
し
た
結
果
で
あ
る
。
思
索
と
詩

作
の
将
来
に
お
い
て
、
我
々
は
、
言
語
に
よ
る
思
索
と
詩
作
の
対
話
の
場
と
な

る
人
間
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
と
、「
存
在
史
的
思
索
」

の
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
隠
れ
る
「
原
初
」
に
よ
っ
て
間
接
的
に
の
み
関
係

す
る
、
非
故
郷
化
す
る
「
脱
│

創
設
」
の
働
き
と
し
て
「
思
索
」、
故
郷
化
す
る

「
創
設
」
と
し
て
「
詩
作
」
の
働
き
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
上
で
、
純
粋
に

解
体
す
る
動
性
と
し
て
の
「
思
索
」
の
存
在
者
に
お
け
る
所
在
な
さ
を
固
有
性

と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
の
両
者
の
関
係
を
視
野
に
収
め
た
上
で
、「
存
在
（Seyn
）」
へ
の
問

い
を
突
き
詰
め
、
そ
こ
か
ら
既
存
の
「
人
間
」
概
念
を
解
体
し
よ
う
と
し
た
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
最
終
的
に
目
指
す
の
は
や
は
り
、
将
来
の
「
人
間
」
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
人
間
を
可
能
に
す
る
「
言
葉
」
だ
け
が
、
思
索
と
詩
作
と
い
う
、
全
く

関
わ
り
得
な
い
ま
ま
同
じ
こ
と
を
語
る
二
つ
の
領
野
が
共
存
す
る
、
特
異
な
領

域
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
思
索
」
が
い
っ
た
い
ど
こ

か
ら
到
来
し
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
詩
作
か

ら
隔
た
れ
、
自
身
の
地
盤
を
解
体
し
な
が
ら
存
在
の
無
根
拠
性
へ
と
突
き
進
ん

で
ゆ
く
こ
の
寄
る
辺
な
き
運
動
が
、
な
ぜ
人
間
に
生
起
し
え
た
の
か
。
こ
の
問

い
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
か
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
。
そ
の
過
程
を
詳
ら
か
に

す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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史
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。
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。
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│
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│
│
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人
」
と
し
て
見
な

す
こ
と
を
正
当
化
し
た
。
戦
後
で
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
読
解
そ
の
も
の
が
多
様

化
し
た
お
か
げ
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
一
面
的
に
「
ド
イ
ツ
の
詩
人
」
な
い
し
は
ド
イ

ツ
へ
の
愛
国
心
の
象
徴
と
し
て
必
ず
し
も
見
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
生
ま

れ
た
。
こ
う
し
た
広
い
視
野
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
ド
イ
ツ
的
な
」

一
面
性
を
批
判
す
る
思
想
家
と
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
や
ラ
ク
ー
ラ
バ
ル
ト
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
（A

dorno [1974], 455-468; cf. Lacoue-Labarthe [2002], 84-90

）。
ヘ

ル
ダ
ー
リ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
評
価
と
そ
れ
に
基
づ
く
時
代
状
況
と
の
対
決
、

東
方
へ
の
言
及
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
故
意
に
無
視
し
て
解
釈
し
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
も

つ
と
に
な
さ
れ
て
い
る
（Gethm

ann-Siefert [1989], 82-83; Grossm
ann [2004], 

34; W
right [2013], 193f.

）。
さ
ら
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
存
在
の
真
理
」
に
基
づ
く
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
が
、
詩
と
政
治
、
古
代
と
近
（
現
）
代
と
い
う
時
代

状
況
の
差
異
（
そ
し
て
こ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
が
意
識
し
て
い
る
）
を
無
視
し
て
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し
ま
う
、
と
い
う
批
判
も
行
わ
れ
て
い
る
（Fóti [1992], 50, 59, 74

）。

（
5
）
た
と
え
ば
、W

ahl [1952], A
llem

ann [1954], Schrim
pf [1957], Pöggeler [1963] 

[1977] 

な
ど
が
あ
る
。W

right [2013] 

の
研
究
成
果
に
し
た
が
え
ば
、
一
九
五
一
年

に
公
刊
さ
れ
た
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』
所
収
の
五
つ
の
論
考
に
お
い
て
は
政

治
的
文
脈
で
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
手
に
よ
っ
て
極
力
廃
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
死
後
陸
続
と
公
刊
さ
れ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
関
す
る
講

義
録
（GA

39, GA
52, GA

53

）
に
お
い
て
は
、
読
解
を
通
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
明
確

に
「
ド
イ
ツ
の
」
歴
史
的
運
命
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ナ
チ
ス
協
力
と
関
連
づ
け
て
検
討
す
る

研
究
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（189f.

）。
た
と
え
ば
、D

allm
ayr [1986] 

は
、
こ

う
し
た
転
回
点
を
迎
え
た
研
究
状
況
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
他
に
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ

ル
ト
は
こ
の
問
題
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
読
解
を
緻
密
に
読
解
し
つ
つ
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
、
ひ
い
て
は
西
洋
哲
学
全
体
を
貫
く
「
神
話
」
の
問
題
系
の
中
で
展

開
し
て
い
る
（Lacoue-Labarthe [2002]

）。

（
6
）
動
詞dichten

は
古
高
ド
イ
ツ
語
のtihtôn

に
遡
り
、
こ
ん
ど
こ
の
語
は
ラ
テ
ン
語

のdictare

（
言
っ
て
命
令
す
る
こ
と
、
書
き
取
ら
せ
る
こ
と
と
い
っ
た
意
味
）
と
関

係
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
のδείκνυμι
（
示
す
こ
と
）
と
同

語
源
で
あ
る
（vgl. GA

39, 29

）。

（
7
）StA

 II. 1, 372-374.

（
8
）StA

 II. 1, 143.

（
9
）
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」」（
一
九
三
四
│
三

五
年
）
か
ら
「
追
想
」
の
講
演
（
一
九
四
三
年
）
ま
で
は
実
に
一
〇
年
近
く
の
時
間
が

空
い
て
お
り
、
両
者
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
読
解
の
基
本
姿
勢
の
異
同
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
（W

right [2013], 197-200

）。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
発
展
史
的
な
観
点
を
取

ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
歴
史
」
と
「
詩
作
」
に
対
す
る
態
度
を
あ
く
ま
で
一
貫
す
る

も
の
と
し
て
扱
う
（
そ
し
て
こ
れ
はW

right

の
指
摘
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
）。

（
10
）StA

 II, 1, 189.

（
11
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
大
胆
な
人
物
像
の
統
合
作
業
、
お
よ
び
そ
れ
ら
全
て
を
根
源

（
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
ド
イ
ツ
と
い
う
祖
国
）
へ
と
赴
か
せ
る
筋
書
き
は
、

批
判
を
招
い
た
。
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト

も
賛
同
を
示
し
て
い
る
（A

dorno [1974], 455-468; cf. Lacoue-Labarthe [2002], 

84-90

）。

（
12
）
以
上
の
解
釈
に
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
か
ら
ベ
ー
レ
ン
ド
ル
フ
に
宛
て
た
書
簡
の
ハ
イ

デ
ガ
ー
自
身
の
解
釈
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
丸
山
﹇2010

﹈

参
照
。

（
13
）
以
下
で
概
観
す
る
、
一
九
三
九
年
か
ら
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
か
ら
一
九
四
〇
年
台
の

『
原
初
に
つ
い
て
』『
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス
』
へ
と
至
る
思
索
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

（
小
林
﹇2021

﹈）
を
参
照
。

（
14
）
例
え
ば
、
一
九
三
九
年
の
論
考
「
ピ
ュ
シ
ス
の
本
質
と
概
念
に
つ
い
て
」
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
ピ
ュ
シ
ス
」
概
念
を
再
解
釈
し
、
こ
の
植
物
の
例
を

用
い
て
い
る
（vgl. GA

9, 254f.

）。
た
だ
し
そ
こ
で
は
「
存
在
（Seyn

）」
と
同
様
、

成
長
と
「
同
時
の
」
下
り
行
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
目
下
の
『
原
初
に

つ
い
て
』
の
議
論
に
お
い
て
は
、「
下
り
行
き
」
そ
の
も
の
の
先
行
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
す
ら
も
、
思
索
の
想
起
に
お
い
て
は
じ
め
て

可
能
に
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
。

（
15
）StA

, II, 1, 137.

（
16
）
例
え
ば
、
既
に
（GA

4, 38

）
で
同
様
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）
「
存
在
者
」
と
い
う
語
を
も
は
や
用
い
な
い
試
み
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
る
の

が
「
物
（D

ing

）」
に
お
け
る
「
四
方
界
（Geviert

）」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
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