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丸
山 

文
隆

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
基
づ
く
生
と
死
の
理
論

一
　
導
入

本
稿
の
目
的
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
主
著
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
展
開
し
た
議
論
の
な
か
か
ら
生
と

死
の
形
而
上
学
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る 1
。
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、『
存
在
と
時
間
』
そ
れ
自
体
は
、
生
と
死
に
関
す
る
形

而
上
学
的
理
論
で
は
な
い
。『
存
在
と
時
間
』
は
、
一
九
二
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
際
、「
前
半
部
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
「
前

半
部
」
は
、「
後
半
部
」
で
予
定
さ
れ
て
い
た
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
の
仕
上
げ
」
の
準
備
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
。「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
の
仕
上
げ
」
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
に
関
す
る
統
一
的
な
理
論
の
構
築
と
い
う

巨
大
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、『
存
在
と
時
間
』「
前
半
部
」
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
「
現
存
在
（D

asein

） 2
」
の
存
在
を
分
析

す
る
際
、
彼
は
、
こ
う
し
た
分
析
は
あ
く
ま
で
「
暫
定
的
な
」
も
の
で
あ
っ
て
、
現
存
在
以
外
の
も
の
も
含
め
た
存
在
者
一
般
の

存
在
を
包
括
的
に
問
う
こ
と
こ
そ
が
目
下
最
優
先
の
課
題
で
あ
る
と
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
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結
局
そ
の
後
「
後
半
部
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
既
に

─
丸
山
文
隆
博
士
論
文
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
超
越
論
的
な
思
惟
の
道
」 3
に
お
い
て

─
、『
存
在
と
時
間
』
は
そ
の
公
刊
部
に
存
す
る
何
ら
か
の
内
的
な
瑕
疵
の
ゆ
え
に
完

結
さ
れ
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
部
に
は
本
質
的
な
欠

陥
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
萌
芽
的
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
の
契
機
を
わ
れ
わ
れ
は
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
は
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
部
に
お
け
る
現
存
在
の
分
析
論
を
、
特
に

英
語
圏
の
現
代
哲
学
の
文
脈
の
な
か
で
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

生
や
死
に
対
す
る
『
存
在
と
時
間
』
の
分
析
は
非
凡
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
分
析
は
現
代
哲
学
の
諸
分
野
に

と
っ
て
疎
遠
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。『
存
在
と
時
間
』
執
筆
時
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
当
時
の
彼
の
視
野
に
入
る
か
ぎ
り
の
哲
学
の

す
べ
て
の
分
野
に
対
し
て
関
心
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
こ
の
著
作
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
を
断
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、

彼
は
自
身
と
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
思
想
家
と
の
あ
い
だ
の
決
定
的
な
断
絶
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
特
に
ド
イ

ツ
語
圏
や
日
本
語
圏
に
お
い
て
、
大
部
分
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
者
は
こ
う
し
た
後
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
態
度
を
重
視
し
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
は
現
代
哲
学
の
議
論
と
の
接
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
に
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う 4
。
こ
れ
に
対
し
、
先
に
挙
げ
た
博
士
論
文
は
、
す
べ
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
が
後
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場

に
定
位
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
探
究
の
領
野
が
切

り
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
か
ら
、『
存
在
と
時
間
』
に
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
洞
察
を
、
現
代
哲

学
の
諸
分
野
に
お
け
る
議
論
と
接
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
課
題
に
は
特
有
の
難
し
さ
が
伴
う
。
概
し
て
前
世
紀
以
来
の
英
語
圏
の
哲
学
の
伝
統
に
お
い
て
、

探
究
は
明
確
に
課
題
を
限
定
し
た
比
較
的
短
い
論
文
に
よ
っ
て
漸
次
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
英
語

圏
に
お
け
る
現
代
形
而
上
学
の
諸
理
論
と
比
較
し
た
際
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
企
図
は
あ
ま
り
に
も
巨
大
で
あ
り
、
直
接
的
な
比
較
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に
は
困
難
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
目
標
は
存
在
者
の
存
在
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
理
論
を
根
本
的
に
刷
新
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
か
ら
、
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
生
と
死
を
分
析
す
る
際
、
そ
の
議
論
は

─
可
能
性
と
現
実
性
、
個
別
者
と
普
遍
者
、
行
為
と
認
識
、

未
来
、
過
去
、
そ
し
て
現
在
と
い
っ
た

─
、
形
而
上
学
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
大
規
模
な
再
編
の
提
案
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
と
死
に
関
す
る
理
論
を
再
構
成
す
る
に
あ
た
り
、
時
に
は
思
い
切
っ
て

議
論
を
大
き
く
省
略
し
、
可
能
な
か
ぎ
り
単
純
な
仕
方
で
彼
の
洞
察
を
定
式
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
は
以
下
次
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
第
二
節
に
お
い
て
、
ま
ず
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
企
投
」
の
概
念
を
確
認
し

た
う
え
で
、
こ
の
概
念
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
の
分
析
の
要
点
を
ま
と
め
る
。
第
三
節
で
は
、
死
の
分
析

を
ふ
ま
え
、
自
己
性
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
論
を
再
構
成
す
る
。
続
く
第
四
節
に
お
い
て
、
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
論

を
自
己
同
一
性
に
関
す
る
デ
レ
ク
・
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
理
論
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
現
代

の
英
語
圏
の
形
而
上
学
に
お
い
て
特
色
あ
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
が
彼
の
理
論
と
多
く
の
共
通
点

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
己
性
概
念
を
英
語
圏
の
形
而
上
学
の
文
脈
の
な
か
で
位
置
づ
け

る
と
い
う
本
稿
の
目
的
は
果
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
企
投
の
概
念
と
死
の
分
析

ま
ず
は
『
存
在
と
時
間
』
の
鍵
概
念
の
一
つ
で
あ
る
「
企
投
（Entw

urf

）」
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
よ
う 5
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

よ
れ
ば
、「
現
存
在
は
了
解
と
し
て
お
の
れ
の
存
在
を
諸
可
能
性
へ
と
企
投
す
る
」（SZ

, 148

6
）。
現
存
在
が
お
の
れ
の
存
在
を
諸

可
能
性
へ
と
企
投
す
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
身
の
存
在
を
了
解
す
る
際
、
そ
う
し
た
了
解
は
各
自
が
ど
う
在
り
う
る
か
と
い
う

一
定
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
常
に
何
ら
か
の
仕
方
で
自
身
の
存
在
を
了
解
し
て
い
る
。
自
ら
の
存
在
を
了
解
し
て
い
る
と
は
、
自
ら
の
存
在
を

何
ら
か
の
仕
方
で
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
あ
な
た
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
対
し

て

─
ど
れ
ほ
ど
明
瞭
な
仕
方
で
か
は
と
も
か
く

─
そ
の
都
度
何
ら
か
の
応
答
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
都
度
わ
れ
わ
れ
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
自
身
の
存
在
を
了
解
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の
可
能
性
は
さ
し
あ
た
り
大
抵
、
社
会
的
に
偶
然
的
な
仕
方
で
定
ま
っ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
、
私
で

あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か

─
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
ち
に
思
い
浮
か
べ
る
答
え
は
、
た
と
え

ば
社
会
や
組
織
な
ど
の
人
間
関
係
に
お
い
て
一
定
の
位
置
を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
或
い
は
、
私
に
と
っ
て
、

私
は
い
ま
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
た
と
え
ば
「
な
か
な
か
い
い
調
子
だ
」
と
か
、「
こ
の
ご
ろ
は
い
ま
ひ
と
つ

ぱ
っ
と
し
な
い
日
々
だ
」
な
ど
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
私
の
応
答
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基

づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
も
、
社
会
や
組
織
に
お
い
て
私
に
期
待
さ
れ
る
役
割

─
よ
い
教
師
で
あ
る
と

か
、
或
い
は
よ
い
配
偶
者
で
あ
る
と
か

─
が
基
準
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
基
準
に
基
づ
い
て
私
の
現
在
の
状
態
（
体
調
等
も
含

め
）
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
構
造
は
、「
人
生
の
目
標
」
の
よ
う
な
「
遠
い
」
可
能
性
に
つ
い
て
も

そ
う
で
あ
り
、
或
い
は
ず
っ
と
「
身
近
な
」
可
能
性
に
つ
い
て
も
成
り
立
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
私
が
ス
ピ
ー
チ
を
行

う
際
、
私
は
そ
の
都
度
の
自
分
の
調
子
を
、
理
想
的
な
ス
ピ
ー
チ
の
イ
メ
ー
ジ
と
比
較
し
つ
つ
、
気
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
場
合

に
よ
っ
て
は
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
無
様
な
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
を
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
に
緊
張
し
て
し

ま
い
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
了
解
は
、
こ
の
よ
う
に
自
身
の
可
能
性
の

了
解
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
認
識
の
う
え
で
規
定
し
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、
実
践
的
な
規
定

な
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
の
分
析
は
、
こ
う
し
た
企
投
の
構
造
を
前
提
し
て
進
め
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
死
は
「
現
存
在
の
、
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も
っ
と
も
固
有
な
、
係
累
の
な
い
、
確
実
な
、
そ
し
て
そ
れ
と
し
て
無
規
定
な
、
追
い
越
し
え
な
い
可
能
性
」（SZ

, 258f.

）
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、「
も
っ
と
も
固
有
な
」「
追
い
越
し
え
な
い
可
能
性
」
と
い
う
規
定
が
さ
し
あ
た
り
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
死
は
、
わ
れ
わ
れ
各
自
の
本
質
的
な
、「
も
っ
と
も
外
側
の
（äußerst

）」
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
現
存
在
は
、
現
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
誰
も
が
自
ら
の
可
能
性
と
し
て
死
の
可
能
性
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も

こ
の
可
能
性
は
、
本
質
的
に
他
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
そ
の
内
側
に
含
ん
で
い
る
よ
う
な
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
死
を
お
の
れ
の
死
と
し
て
常
に
既
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
死
の
可
能
性
に
基
づ
い
て
お

の
れ
の
存
在
を
了
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
「
本
来
的
な
（eigentlich

）」
自
己
了
解
な
の
で
あ
る
。
日
常
的
な
自
己

了
解
が
そ
の
都
度
の
偶
然
的
な
可
能
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
の
存
在
を
〈
何
ら
か
の
社
会
的
役
割
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
〉
と
し
て
表
示
す
る
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
死
の
可
能
性
に
基
づ
く
自
己
了
解
は
自
身
の
存
在
の
全
体
を
開
示
す
る
、

す
な
わ
ち
、〈
自
分
は
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
い

ま
自
分
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
存
在
し
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
を
全
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
主
張
は
、
伝
統
的
な
形
而
上
学
と
の
対
比
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
伝
統
的
な
形
而
上
学

は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
対
し
て
外
か
ら
降
り
か
か
っ
て
く
る
よ
う
な
何
ら
か
の
事
態
と
し
て
死
を
扱
う
。
こ
れ
に
対
し
、
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
死
を
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

伝
統
的
形
而
上
学
に
と
っ
て
死
は
常
に
説
明
し
が
た
い
事
象
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
現
代
の
形
而
上
学

に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。
死
の
奇
妙
さ
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
、「
死
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
も
の
で
も

な
い
」
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
説
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
が
存
す
る
か
ぎ
り
、
死
は
現
に
存
せ

ず
、
死
が
現
に
存
す
る
と
き
に
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」 7
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
死
は
結
局
私
に
と
っ

て
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
な
の
で
あ
っ
て
、
私
が
私
の
死
を
気
に
す
る
の
は
愚
か
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
た
だ
ち
に
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拒
絶
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
多
く
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
自
身
の
死
を
「
何
も
の
で
も
な
い
も
の
」
と
し
て
理
解
し
て
は
い

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
場
合
、
死
は

─
周
囲
の
人
々
だ
け
で
な
く

─
死
ぬ
当
人
に
と
っ
て
悪
い
こ
と
と
し
て
理
解
し
て

お
り
、
生
き
て
い
る
ひ
と
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
害
を
被
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
病
気
や
怪
我
な
ど
の
そ
の
他
の
多
く
の

害
と
は
異
な
っ
て
、
死
が
当
人
に
害
を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
そ
の
害
は
、
当
人
が
不
愉
快
な
も
の
と
し
て
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と

に
由
来
す
る
害
で
は
あ
り
え
な
い
。
死
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
死
の
主
体
は
そ
こ
に
不
在
な
の
で
あ

り
、
こ
の
主
体
は
不
在
の
ま
ま
害
を
被
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
形
而
上
学
の
多
く
の
論
者
は
、

当
人
が
不
在
で
あ
っ
て
も
被
り
う
る
害
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
な
ど
の
仕
方
で
、
こ
う
し
た
難
問
に
挑
戦
し
て
い

る 8
。ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
難
問
は
、
伝
統
的
形
而
上
学
が
存
在
を
現
前
性
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ

と
の
帰
結
と
し
て
生
じ
て
い
る
。
私
の
死
は
私
が
自
ら
の
可
能
性
と
し
て
予
期
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
存
在
す
る
私
が
実
際
に

そ
れ
を
体
験
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
の
死
は
構
造
上
私
に
現
前
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
私
の
死
は
「
何
も
の
で
も
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
私
に
現
前
し
う
る
も
の
の
み
が
私
に
と
っ
て

本
来
的
に
存
在
す
る
と
い
う
前
提
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
一
般
に
、〈
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
わ
れ
わ
れ
に
現
前
し
う
る
か
〉

と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
或
る
も
の
の
存
在
を
説
明
す
る
と
い
う
存
在
論
の
方
針
が
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
き
わ
め
て
一
般
的
で

あ
り
、
ま
た
多
く
の
哲
学
理
論
の
根
底
に
存
し
て
い
る
。
だ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
、
存
在
を
現
前
性

と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
の
伝
統
的
な
枠
組
み
に
挑
戦
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
こ
の
伝
統
的
な
枠
組
み
が
う
ま
く
は

た
ら
か
な
い
場
面
と
し
て
、
死
の
現
象
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
死
と
い
う
例
外
的
な
事
象
に
む
し
ろ

定
位
し
て
、
こ
こ
か
ら
し
て
あ
ら
た
な
存
在
論
を
展
開
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
死
を
何
ら
か
の
独
立
的
な
対
象
や
事
態
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て
理



丸山文隆

ハイデッガーの『存在と時間』に基づく生と死の理論

99

解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
死
は
孤
立
し
た
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
生
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
（
生
）
は
、
そ
の
非
存
在
の
可
能
性
へ
と
本
質
的
に
関
わ
る
と
い
う
独
特
の
性
格
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
「
実
存
一
般
の
不
可
能
性
の
可
能
性
」（SZ

, 262

）
と
し
て
の
死
の

可
能
性
へ
と
本
質
的
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
。
こ
の
可
能
性
は
「
も
っ
と
も
固
有
」
な
可
能
性
で
あ
り
、
係

累
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
死
は
私
の
生
に
固
有
で
あ
っ
て
、
他
人
と
や
り
取
り
で
き
る
よ
う
な
代
替
可
能
な
可

能
性
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
私
の
存
在
が
部
分
的
な
仕
方
で

─
た
と
え
ば
「
教
師
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て

─
了
解
さ
れ

て
い
る
か
ぎ
り
代
替
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
私
の
存
在
が
私
の
死
に
基
づ
い
て
全
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
他

人
の
生
と
取
り
換
え
う
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
こ
な
い
と
い
う
事
情
に
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
私
の
死
は
ほ
か
な
ら
ぬ
私
の
生

の
全
体
の
不
可
能
性
の
可
能
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
私
の
固
有
な
諸
可
能
性
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
固
有
の

0

0

0

0

0

0

0

可
能
性
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
可
能
性
は
確
実
な
可
能
性
で
あ
る
が
、
同
時
に
未
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
死
は
必
ず
訪
れ
る
も
の
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
な
の
か
は
常
に
不
確
定
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
大
抵
、
死
に
つ
い
て
、
と
り
あ

え
ず
ま
だ
し
ば
ら
く
は
自
分
と
関
係
の
な
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
本
質
的
な
可
能
性
と
し

て
存
在
論
的
に
考
察
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
死
は
、
い
つ
訪
れ
た
と
し
て
も
ま
っ
た
く
お
か
し
く
は
な
い
よ
う
な
可
能
性
で
あ
る
。

い
や
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
死
」
と
呼
ん
で
い
る
有
機
的
統
合
の
消
失
が
、
ど
の
時
点
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
と
い

う
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
日
々
の
生
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
身
の
存
在
を
、
本
当
は

何
に
よ
っ
て
も
そ
の
存
続
を
保
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
不
確
か
な
も
の
と
し
て
既
に
理
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
死
の
可
能
性
へ
と
本
質
的
に
関
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
構
造
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
反
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
死
を
現
在
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
可
能
性
と
し
て
の
死
に
対
し
て
現
に
関



死生学・応用倫理研究 27 号

100

わ
っ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
こ
う
し
た
死
の
可
能
性
は
他
の
可
能
性
と
異
な
っ
て
わ
れ
わ
れ

の
生
に
常
に
伴
う
本
質
的
な
可
能
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
本
意
が
「
不
死
へ
の
む
な
し
い
願
を
取
り
除
」
く
こ
と

に
あ
る
か
ぎ
り
は
彼
に
同
意
し
て
、
死
に
つ
い
て
不
必
要
に
悩
む
こ
と
を
戒
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い 9
。

三
　
自
己
性
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
論

前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
死
の
分
析
は
、
死
を
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
さ
ら
に
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
〈
自
己
で
あ
る
こ
と
〉
の
本
質
的
な
性
格
を
分
析
す
る
際
、
こ
う
し
た
死
の
分
析
の
成
果
が
ふ

ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
同
一
性
或
い
は
「
自
己
性
」
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理

論
を
、『
存
在
と
時
間
』
第
二
篇
第
三
章
「
現
存
在
の
本
来
的
な
全
体
存
在
可
能
と
気
遣
い
の
存
在
論
的
意
味
と
し
て
の
時
間
性
」

に
基
づ
い
て
簡
潔
に
再
構
成
し
よ
う
。
こ
の
理
論
を
最
小
限
の
ポ
イ
ン
ト
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
六
つ
の
主
張
に

な
る
だ
ろ
う 10
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
現
存
在
の
あ
り
方
は
他
の
存
在
者
の
あ
り
方
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

わ
れ
わ
れ
の
同
一
性
も
ま
た
他
の
存
在
者
の
同
一
性
と
は
大
き
く
異
な
る
。
彼
は
現
存
在
の
同
一
性
を
「
実
存
す
る
自
己
の
『
自

立
性
（Selbständigkeit

）』」
な
い
し
「
自
己
性
（Selbstheit
）」
と
呼
び
（SZ

, 303, 320

）、
こ
れ
を
「
常
に
既
に
眼
前
に
あ
る
も

の
の
同
等
性
や
持
続
性
（die Selbigkeit und B

eständigkeit eines im
m

er schon V
orhandenen

）」（SZ
, 320

）
と
し
て
理
解
し
て

は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
現
存
在
は
、
同
等
で
あ
る
と
か
持
続
し
て
い
る
と
か
い
っ
た
も
の
と
は
異
な
る
仕
方
で
自
己
と
同
じ

な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
現
存
在
で
な
い
存
在
者
の
同
一
性
に
つ
い
て
語
る
際
、
そ
う
し
た
同
一
性
の
基
準
は
「
同
等
性
と
持
続
性
」
で
あ
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ろ
う
。
た
と
え
ば
私
が
ペ
ン
を
昨
日
自
分
が
そ
れ
を
置
い
た
の
と
同
じ
と
こ
ろ
に
見
つ
け
て
、
そ
の
ペ
ン
が
昨
日
と
変
わ
り
の
な

い
様
子
だ
っ
た
な
ら
、
大
抵
の
場
合
私
は
そ
の
ペ
ン
が
昨
日
の
ペ
ン
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
何
か

違
い
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
ペ
ン
は
実
は
同
じ
ペ
ン
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
疑
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
何
ら
か

の
違
い
が
な
い
か
ぎ
り
は
そ
う
し
た
疑
い
は
動
機
づ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
人
格
の
同
一
性
が
問
題
で
あ
る
な
ら

ば
、「
同
等
性
」
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
私
が
い
ま
あ
な
た
に
、
私
の
五
歳
の
こ
ろ
の
写
真
を
見
せ
た
と
し
よ

う
。「
こ
れ
は
私
で
す
。」
五
歳
の
少
年
が
そ
こ
に
写
っ
て
い
る
。
彼
は
い
ま
の
私
と
あ
ま
り
似
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は

い
ま
の
私
に
比
べ
て
ず
っ
と
背
が
低
く
、
体
重
も
大
き
く
異
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
性
格
も
か
な
り
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
で
も
、
彼
は
か
つ
て
の
私
で
あ
る
。
数
十
年
の
あ
い
だ
に
ど
れ
だ
け
の
体
細
胞
が
存
続
し
続
け
る
も
の
か
私
は
知
ら
な

い
が
、
仮
に
そ
う
し
た
細
胞
は
一
つ
も
な
い
と
言
わ
れ
て
も
そ
れ
ほ
ど
驚
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
私
が
五
歳
の
と
き
に
記
憶
し

意
識
し
て
い
た
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
要
素
は
、
私
の
今
の
意
識
状
態
の
な
か
に
ひ
と
か
け
ら
も
見
出
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
五
歳
の
私
と
今
の
私
の
あ
い
だ
に
、
変
わ
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
要
素
は
ま
っ
た
く
見
つ
け
出
せ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
「
彼
」
が
私
で
あ
る

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
疑
わ
な
い
し
、
特
に
ほ
か
に
理
由
が
な
い
か

ぎ
り
、
あ
な
た
も
そ
れ
を
信
じ
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
性
は
物
の
同
一
性
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
こ
う
し
た
区
別
を
無
意
識
に
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
多
く
の
場
合
明
瞭
に
気
づ
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ

れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
、
こ
れ
ら
両
者
を
混
同
し
た
概
念
に
基
づ
い
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
西
洋
哲
学
の
伝

統
も
ま
た
、
こ
う
し
た
混
同
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
う
し
た
わ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
に
お
い
て

隠
さ
れ
て
い
る
本
来
的
な
自
己
性
の
概
念
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
了
解
は
大
抵
の
場
合
冷
静
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
の
実
践
的
関
心
と
連
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動
し
て
い
る
の
だ
が
、
特
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
を
不
滅
の
実
体
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
に
よ
り
安
心
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
傾
向
が
あ
ま
り
に
強
い
た
め
に
、
哲
学
者
た
ち
を
含
め
た
多
く
の
人
々
は
、
自
己
性
に
関
す
る
混
乱
し
た
概
念
を
使
い
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
現
存
在
は
「
お
の
れ
自
身
に
直
面
し
て
」（SZ

, 322

）
逃
れ
去
ろ
う
と

す
る
と
い
う
存
在
論
的
傾
向
の
ゆ
え
に
、「
お
の
れ
が
そ
れ
自
身
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
の
あ
り
方
に
即
し
て
自
ら
を
見
る
こ
と

に
失
敗
し
て
い
る
」（SZ

, 321

）。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
論
の
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
不
変
の
実
体
と
し
て
の
自
己
と

い
う
概
念
が
幻
想
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

『
存
在
と
時
間
』
に
は
、「
到
来
（Z

ukunft

）」、「
既
在
性
（G

ew
esenheit

）」、「
現
在
（G

egenw
art

）」
と
い
う
三
つ
の
「
脱

自
態
（E

kstasen

）」
な
る
奇
妙
な
概
念
が
登
場
す
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
を
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
コ
イ
フ
ァ
ー
の
指
摘
に
し

た
が
っ
て
、
自
己
の
基
礎
的
な
規
定
と
し
て
理
解
す
る 11
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
三
者
は
自
己
で
あ
る
こ
と
の
三
つ
の
異
な
る
仕

方

─
お
の
れ
の
可
能
性
に
関
わ
る
こ
と
、
お
の
れ
の
存
在
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
他
の
存
在
者
を
自
分
に
出
会
わ
せ
る
こ
と

─
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
脱
自
態
（「
現
在
」）
が
、
他
の
存
在
者
が
経
験
さ
れ
る
た
め
の
自
己
の
機
能
を
表
示

す
る
の
に
対
し
、
第
一
と
第
二
の
脱
自
態
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
同
一
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。「
到
来
」
と
「
既
在
性
」
と
い
う
二

つ
の
仕
方
で
、
現
存
在
は
自
己
自
身
な
の
で
あ
る
。

到
来
は
「
自
ら
を
自
ら
へ
と
到
来
せ
し
め
る
こ
と
」（SZ

, 325

）
を
意
味
す
る
。
私
は
私
自
身
へ
と
到
来
す
る

─
、
こ
の
表

現
が
意
味
す
る
の
は
、
現
存
在
は
自
分
の
可
能
性
に
対
し
て
本
質
的
な
仕
方
で
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
現
存
在
は
自
分
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。「
現
存
在
は
そ
の
都
度
お
の
れ
の
可
能
性
な
の
で
あ
り

0

0

、
こ
の
可
能
性
を
『
も
っ

て
い
る
』
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
或
る
眼
前
の
も
の
を
性
質
的
に
の
み
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」（SZ

, 

42

）
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
企
投
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
存
在
は
常
に
自
身
の
可
能
性
か
ら
し

て
お
の
れ
の
存
在
を
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
或
る
意
味
で
は
こ
う
し
た
可
能
性
は
現
存
在
そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
。
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第
二
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
現
存
在
は
自
分
の
可
能
性
に
関
わ
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
自
己
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
節
で
み
た
と
お
り
、
現
存
在
の
自
己
了
解
が
本
来
的
で
あ
る
際
、
現
存
在
は
お
の
れ
の
死
の
可
能
性
で
あ
る
。
死

と
い
う
「
実
存
一
般
の
不
可
能
性
の
可
能
性
」
へ
と
お
の
れ
の
存
在
を
企
投
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
存
在
は
お
の
れ
の
全
体
で
あ

る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
性
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
本
来
的
自
己
と
は
、
こ
う
し
た
可
能
性

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
第
三
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
私
が
、
私
が
そ
れ
で
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
仕
方
は
、
形

而
上
学
的
実
体
と
し
て
の
継
続
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
安
定
な
あ
り
方
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
不
安
に
さ
せ
る
。

第
四
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
私
は
私
が
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
そ
れ
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
と

は
、
お
の
れ
の
「
既
在
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
現
存
在
は
そ
の
都
度
お
の
れ
の
事
実
的
な
存
在
に
お
い
て
、
お
の
れ

が
既
に
そ
う
あ
っ
た
と
お
り
に
あ
り
、
お
の
れ
が
既
に
そ
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
明
示
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、
現
存
在
は
お
の
れ
の
過
去
な
の
で
あ
る
。」（SZ

, 20

）
さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
存
在
が
お
の
れ
の
過
去
で
あ
る

の
は
「
被
投
性
の
引
き
受
け
（Ü

bernam
e der G

ew
orfenheit

）」
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る 12
。「
被
投
性
」
と
は
、「
剥
き

出
し
の
『
現
存
在
が
あ
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
』」
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
（SZ

, 134

）。
そ
れ
ゆ
え
、

現
存
在
が
お
の
れ
の
過
去
と
関
わ
る
仕
方
は
お
の
れ
の
存
在
の
事
実
を
引
き
受
け
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
非

本
来
的
な
既
在
性
が
「
忘
却
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

現
存
在
は
お
の
れ
の
も
っ
と
も
固
有
な
被
投
的
な
存
在
可
能
に
お
い
て
自
ら
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
…
…
）。
こ
う

し
た
忘
却
は
（
…
…
）
既
在
性
の
或
る
固
有
の
「
積
極
的
な
」
脱
自
的
な
様
態
で
あ
る
。
忘
却
の
脱
自
態
（
抜
け
出
す
こ

と
）
は
、（
…
…
）
も
っ
と
も
固
有
な
既
在
を
前
に
し
て
逃
走
す
る
こ
と
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。（
…
…
）
想
起
は
忘

却
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。（SZ

, 339
）
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こ
の
引
用
は
、
想
起
が
忘
却
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
忘
却
は

「
も
っ
と
も
固
有
な
既
在
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
忘
却
さ
れ
た
も
の
の
み
を
わ
れ
わ
れ

は
想
起
し
う
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
忘
却
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
は
「
も
っ
と
も
固
有
な
既
在
」
に
含
ま

れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
に
既
に
、
私
は
多
く
の
も
の
を
引
き
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
私
は
日
常
生
活
に
お
い
て

そ
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
の
物
事
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
は
そ
う
し
た
も
の
の
う
ち
い
く
つ
か
を
再
び
想
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
本
来
的
な
既
在
性
に
お
い
て
私
が
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
ご
と

は
、
私
が
覚
え
て
い
る
も
の
ご
と
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
私
が
思
い
出
せ
な
い
よ
う

な
過
去
を
も
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
五
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
継
続
に
と
っ
て
記
憶
は
直

接
的
に
重
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る 13
。

さ
ら
に
、
私
が
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
は
、
私
が
忘
れ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
ご
と
に
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、

私
は
私
の

0

0

過
去
の
み
を
引
き
受
け
れ
ば
い
い
の
で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
お
の
れ
の
固
有
の
過
去
と
は
常

に
お
の
れ
の
『
世
代
（G

eneration

）』
の
過
去
を
意
味
す
る
」（SZ

, 20

）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
本
来
性
に
お

け
る
現
存
在
は
「
現
存
在
し
た
（dagew

esen

）
実
存
の
可
能
性
に
応
答
す
る

0

0

0

0

」（SZ
, 386

）
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
な

自
己
了
解
に
お
い
て
私
は
自
身
の
過
去
の
す
べ
て
を
引
き
受
け
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の

0

0

0

0

0

過
去
の

す
べ
て
を
も
引
き
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
第
六
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
私
の
過
去
は
他
者
の
過
去
と
連

続
的
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
己
性
に
つ
い
て
の
理
論
は
以
下
の
六
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
。
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（
一
）
不
変
の
実
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
概
念
は
幻
想
で
あ
る
。

（
二
）
現
存
在
は
自
分
の
可
能
性
に
関
わ
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
自
己
自
身
で
あ
る
。

（
三
）
私
が
、
私
が
そ
れ
で
あ
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
仕
方
は
、
形
而
上
学
的
実
体
と
し
て
の
継
続
で
は
な
く
、
む
し
ろ

不
安
定
な
あ
り
方
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
不
安
に
さ
せ
る
。

（
四
）
私
は
私
が
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
五
）
記
憶
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
継
続
に
と
っ
て
直
接
的
に
重
要
で
は
な
い
。

（
六
）
私
の
過
去
は
他
者
の
過
去
と
連
続
的
で
あ
る
。

四
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
理
論
を
対
比
す
る

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
示
す
べ
き
な
の
は
、
以
上
の
六
点
す
べ
て
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
理
論
と
両
立
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の

う
ち
複
数
の
点
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
理
論
と
同
様
の
洞
察
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
特
筆
す
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
の
同
一
性
に
関
す
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
理
論
は
か
な
り
風
変
わ
り
な
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
論
者
の

ほ
と
ん
ど
は
彼
の
主
要
な
主
張
の
い
ず
れ
か
に
反
対
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
、
両
者
の
理
論
の
根
底
に
あ
る
同
一
の
思
想
は
、
不
変
の
実
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
概
念

は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
）。
彼
ら
が
こ
の
思
想
を
共
有
し
て
い
る
の
は
単
な
る
偶
然
で
は

な
い
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
考
え
を
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
の
だ
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
イ
マ
ヌ

エ
ル
・
カ
ン
ト
が

─
『
純
粋
理
性
批
判
』「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て

─
「
自
我
を
或
る
実
体
へ
と
存
在
者
的
に

還
元
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
見
て
い
た
」（SZ

, 319f.

）
と
い
う
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
カ
ン
ト
の
洞
察
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は
ヒ
ュ
ー
ム
に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
「
人
格
は
国
（nation

）
や
ク
ラ
ブ
や
政
党
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
」（R

P, 277

／
邦
訳

：

三
八
二
頁
）
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
を
肯
定
す
る
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
人
格
の
同
一
性
を
「
Ｒ
関
係
」
か
ら
区
別
す
る
。「
Ｒ
関
係
」
と
は
「
正
し
い
種
類
の
原
因
を
持
っ
た
、
心

理
的
連
結
性
お
よ
び
／
あ
る
い
は
心
理
的
継
続
性
（psychological connectedness and/or continuity w

ith the right kind of 

cause

）
の
こ
と
で
あ
る
」（R

P, 215

／
邦
訳

：

二
九
九
頁
）。
そ
し
て
「
人
格
の
同
一
性
は
推
移
的
な
関
係
で
あ
る
」（R

P, 206

／
邦
訳

：

二
八
八
頁
）
の
に
対
し
、
Ｒ
関
係
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
Ｒ
関
係
は
分
岐
的
な
形
状
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
私
が
私
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
分
岐
的
な
形
状
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
人
格
の
同
一

性
が
推
移
的
関
係
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
幾
つ
か
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
私
と
Ｒ
関
係
に
あ
る
或
る
人
物
は
私
と
同
一
で
は
あ
り

え
な
い
。

「
私
の
分
割
」
の
ケ
ー
ス
を
参
照
し
よ
う
。

私
の
身
体
は
致
命
傷
を
負
っ
た
。
私
の
二
人
の
兄
弟
の
脳
も
同
様
で
あ
る
。
私
の
脳
は
分
割
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
半
分
は
成

功
裏
に
私
の
兄
弟
の
身
体
に
移
植
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
生
じ
た
人
の
各
人
は
、
自
分
が
私
だ
と
信
じ
て
い
て
、
私
の
生
を
生

き
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
て
、
私
の
性
格
を
持
っ
て
い
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
私
と
心
理
的
に
継
続
し
て
い
る
。
ま
た

彼
は
私
と
そ
っ
く
り
の
身
体
を
持
っ
て
い
る
。（R

P, 254f.

／
邦
訳

：

三
五
一
頁
）

私
の
脳
の
半
分
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
私
の
二
人
の
兄
弟
の
身
体
に
成
功
裏
に
移
植
さ
れ
た
の
が
昨
日
だ
っ
た
と
し
よ
う
。「
そ
の

結
果
と
し
て
生
ず
る
」
二
人
の
人
物
の
う
ち
の
片
方
が
私
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
人
は
私
の
隣
の
ベ
ッ
ド
に
寝
て
い
る
。
私
は

昨
日
の
私
と
「
心
理
学
的
に
十
分
継
続
し
て
い
る
」
の
だ
が
、
私
の
隣
の
人
物
も
ま
た
そ
れ
と
同
様
に
、
昨
日
の
私
と
十
分
継
続
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し
て
い
る
。

こ
の
事
例
に
お
い
て
、
ま
ず
人
格
の
同
一
性
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
現
在
の
私
（
Ｂ
と
し
よ
う
）
が
昨
日
の
私
（
Ａ
と
し
よ

う
）
と
同
一
で
あ
り
、
ま
た
い
ま
私
の
隣
に
寝
て
い
る
人
物
（
Ｃ
と
す
る
）
も
ま
た
昨
日
の
私
（
Ａ
）
と
同
一
で
あ
る
な
ら
ば

─
同
一
性
が
推
移
的
関
係
で
あ
る
以
上
は

─
、
こ
の
と
き
私
（
Ｂ
）
は
彼
（
Ｃ
）
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
私
（
Ｂ
）
が
彼
（
Ｃ
）
と
別
の
人
物
で
あ
る
と
言
う
た
め
に
は
、
私
（
Ｂ
）
ま
た
は
彼
（
Ｃ
）
の
ど
ち
ら
か
が
昨
日
の
私

（
Ａ
）
と
同
一
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
私
（
Ｂ
）
と
彼
（
Ｃ
）
の
ど
ち
ら
が
昨
日
の
私
（
Ａ
）
と
同
じ
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
外
見
上
ど
の
点
に
お
い
て
も
手
が
か
り
が
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う

る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｒ
関
係
は
推
移
的
関
係
で
は
な
い
か
ら
、
私
（
Ｂ
）
が
昨
日
の
私
（
Ａ
）
と
Ｒ
関
係
に
あ
り
、
彼
（
Ｃ
）
も

昨
日
の
私
（
Ａ
）
と
Ｒ
関
係
に
あ
る
が
、
私
（
Ｂ
）
と
彼
（
Ｃ
）
は
Ｒ
関
係
に
な
い
、
と
言
う
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
人
格
の
同
一
性
は
推
移
的
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
誰
か
が
誰
か
と
同
一
で
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
定
ま
っ
た
答
え
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
人
格
の
同
一
性
に

つ
い
て
の
客
観
的
基
準
を
見
出
す
こ
と
に
常
に
成
功
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。「（
…
…
）［
或
る
種
の
も
の
］
の
同
一
性
が
、
全
く

人
を
当
惑
さ
せ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
不
確
定

0

0

0

（indeterm
inate

）
だ
、
と
信
ず
る
よ
う
な
場
合
が
あ
り
う
る
。」（R

P, 213

／
邦

訳

：

二
九
七
頁
）
私
（
Ｂ
）
が
お
り
、
彼
（
Ｃ
）
が
い
る
。
こ
の
う
ち
昨
日
の
私
（
Ａ
）
と
「
同
一
」
な
の
は
ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
、

と
わ
れ
わ
れ
は
問
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
の
答
え
は
重
要
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

。
話
し

合
わ
な
い
か
ぎ
り
私
と
彼
の
ど
ち
ら
が
「
同
一
」
な
の
か
に
つ
い
て
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
と
き
、
重
要

な
こ
と
の
す
べ
て
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
既
に
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
の
は
重
要
で
な
い
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
私
（
Ｂ
）
が
昨
日
の
私
（
Ａ
）
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
、
彼
（
Ｃ
）
が
昨
日
の
私
（
Ａ
）

で
あ
る
と
い
う
主
張
も
、「
同
一
の
結
果
の
異
な
っ
た
記
述
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
結
果
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
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る
」（R

P, 259

／
邦
訳

：

三
五
八
頁
）。

当
然
、
も
し
も
こ
う
し
た
移
植
手
術
が
一
般
的
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
裁
判
所
や
議
会
に
よ
っ
て
人
格
の
同
一
性
に
関
す
る
理
論

と
基
準
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
誰
が
ど
ん
な
と
き
に
誰
と
「
同
一
」
か
は
、
日
常
的
に
も
法
律
的
に
も
「
重
要
な
」

こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
基
準
は
或
る
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
「
客
観
的
な
」
基
準
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
「
人
格
の
同
一
性
は
重
要
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（R
P, 215

／
邦
訳

：

二
九
九
頁
）
と
い
う
主

張
を
、
人
格
の
同
一
性
は
哲
学
的

0

0

0

ま
た
は
存
在
論
的

0

0

0

0

に
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経

験
科
学
的
事
象
や
世
界
観
で
は
な
く
哲
学
的
議
論
が
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
格
の
同
一
性
に
客
観
的
基
準
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
こ
う
し
た
議
論
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
第
二
点
お
よ
び
第
四
点
と
完
全
に
両
立
可
能
で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
の
「
Ｒ
関
係
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
自
己
性
概
念
の
な
か
に
は
、
分
岐
的
な
形
状
を
と
る
こ
と
を
禁
止

す
る
よ
う
な
い
か
な
る
も
の
も
見
出
さ
れ
な
い
。「
私
の
分
割
」
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
昨
日
の
私
（
Ａ
）
は
自
ら
の
存
在
を
今

日
の
二
人
の
「
彼
」（
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
）
の
可
能
性
か
ら
し
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
彼
（
Ａ
）
は
、
自
己

自
身
を
、
翌
日
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
い
る
だ
ろ
う
人
（
Ｂ
）
と
し
て
了
解
す
る
の
と
同
時
に
、
翌
日
日
本
に
い
る
だ
ろ
う
人
（
Ｃ
）

と
し
て
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
自
己
理
解
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
た
め
想
像
し
が
た

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
何
も
不
可
能
だ
っ
た
り
説
明
不
能
だ
っ
た
り
す
る
要
素
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ

ト
の
言
う
と
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
際
に
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
は
ず
で
あ
る
か
に
つ
い
て
完
全
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
ど
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
も
「
実
際
に
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
み
な
い
と
ど
う
い

う
こ
と
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
」
と
言
う
必
要
は
な
い
。
同
様
に
、
私
（
Ｂ
）
は
昨
日
の
私
（
Ａ
）
を
引
き
受
け
、
彼
（
Ｃ
）
も

ま
た
昨
日
の
私
（
Ａ
）
を
引
き
受
け
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
私
が
私
で
あ
る
と
は
、「
同
じ
」
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
際
彼
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
後
者
は
推
移
的
で

あ
り
、
前
者
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
共
有
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
洞
察
は
、
私
が
私
で
あ
る
の
は
形
而
上
学
的
実
体
で
あ
る
と

い
う
仕
方
で
は
な
く
、
不
安
に
な
る
よ
う
な
不
安
定
な
仕
方
に
お
い
て
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
三
の
ポ
イ
ン
ト
）。『
理
由
と

人
格
』
か
ら
「
遠
隔
輸
送
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
参
照
し
よ
う
。

（
…
…
）〈
ス
キ
ャ
ナ
ー
〉
が
私
の
脳
と
身
体
を
破
壊
す
る
。
私
の
青
写
真
が
火
星
に
ビ
ー
ム
さ
れ
、
そ
こ
で
別
の
機
械
が
私

の
有
機
的
な
〈
レ
プ
リ
カ
〉
を
作
る
。
私
の
〈
レ
プ
リ
カ
〉
は
自
分
が
私
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
彼
は
私
が
［
遠
隔
輸
送

機
の
］
ボ
タ
ン
を
押
し
た
時
ま
で
の
私
の
生
を
生
き
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
物
理

的
に
も
心
理
的
に
も
、
私
の
〈
レ
プ
リ
カ
〉
は
私
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
も
し
彼
が
地
球
に
帰
っ
た
な
ら
ば
、
誰
も
が
彼
を
私

だ
と
思
っ
た
だ
ろ
う
。（R
P, 200

／
邦
訳

：

二
八
一
頁
）

明
ら
か
に
こ
の
「
遠
隔
輸
送
」
は
わ
れ
わ
れ
を
不
安
に
さ
せ
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
火
星
に
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
し
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
ひ
と
は
こ
の
方
法
で
は
な
く
通
常
の
宇
宙
船
に
よ
っ
て
行
き
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
反
応
は
迷
信
の
よ
う
な
も
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

［
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
立
場
］
に
よ
れ
ば
、
私
が
継
続
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
含
ん
で
い
る
の
は
、
物
理
的
・
心
理
的
継
続

性
だ
け
で
あ
る
。［
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
と
対
立
す
る
立
場
］
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
な
る
事
実
を
含
ん
で
い
る
。（
…
…
）
私
が
継

続
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
さ
ら
な
る
事
実
を
含
ま
な
い
。
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
私
は
［〈
遠
隔
輸
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送
〉
の
代
わ
り
に
］
宇
宙
船
旅
行
の
方
を
選
ぶ
理
由
を
失
う
。
し
か
し
私
の
以
前
の
信
念
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
〈
遠

隔
輸
送
〉
が
通
常
の
生
存
と
大
体
同
じ
く
ら
い
よ
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
は
な
く
て
、
通
常
の
生
存
が
〈
遠
隔
輸
送
〉
と
大
体
同
じ
く
ら

0

0

0

0

0

0

い
悪
い

0

0

0

、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
大
し
て
よ
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
通
常
の
生
存
は

0

0

0

0

0

0

、
破
壊
さ
れ

0

0

0

0

〈
レ
プ
リ
カ
化

0

0

0

0

0

〉
さ
れ
る

0

0

0

の
と
大
体
同
じ
く
ら
い
悪
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（R
P, 279f.

／
邦
訳

：
三
八
五
頁
）

多
く
の
人
は
お
そ
ら
く
自
ら
の
生
命
を
持
続
す
る
線
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
り
、「
遠
隔
輸
送
」
に
よ
っ
て
こ
の
線
が
途

切
れ
て
し
ま
う
と
考
え
る
た
め
に
、「
遠
隔
輸
送
」
は
恐
ろ
し
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
パ
ー

フ
ィ
ッ
ト
は
、「
遠
隔
輸
送
」
に
よ
っ
て
線
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
日
々
の

暮
ら
し
が
既
に
し
て
「
遠
隔
輸
送
」
と
同
様
の
不
連
続
を
含
ん
で
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
が
第
二
節
で
見
た
、
死
の
可
能
性
に
常
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
と
い
う
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
洞
察
と
極
め
て
近
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
は
常
に
、
次
の

瞬
間
に
も
存
在
し
な
く
な
る
と
い
う
可
能
性
を
伴
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
存
在
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
存
続
を
保
証
さ

れ
て
お
ら
ず
、
い
つ
も
単
に
偶
然
的
に
の
み
存
続
し
て
い
る
。
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
主
張
に
よ
れ
ば
、

私
が
〈
遠
隔
輸
送
〉
を
用
い
る
際
、
私
の
身
体
と
記
憶
は
完
全
に
破
壊
さ
れ
、
そ
れ
と
別
の
場
所
に

─
た
ま
た
ま

─
私
の
記

憶
を
継
続
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
う
る
身
体
が
存
在
し
は
じ
め
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
不
確
か
さ
は
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
生
存

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
い
つ
も
と
同
様
に
就
寝
す
る
際
、
こ
の
記
憶
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
て
翌
朝
の
私

が
目
を
覚
ま
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
の
私
の
期
待
は
何
も
の
に
も
保
証
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
し
、
そ
う
し
た
不
確
か
さ
は
昼
間
の
覚

醒
時
に
お
い
て
も
常
に
同
じ
な
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
第
五
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
記
憶
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
継
続
に
と
っ
て
直
接
的
に
は
重
要
で
は
な
い
と
い
う
も
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の
で
あ
り
、
第
六
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
私
の
過
去
は
他
者
の
過
去
と
連
続
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
う
し
た
主
張
と
類
似
の
議
論
を
簡
単
に
『
理
由
と
人
格
』
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
一
つ
の
印
象
的
な

事
例
を
引
用
し
よ
う
。

〈
睡
眠
薬
〉
あ
る
現
実
の
睡
眠
薬
は
後
退
的
記
憶
喪
失
を
ひ
き
お
こ
す
。
も
し
私
が
そ
の
よ
う
な
薬
を
飲
む
と
、
私
は
そ
れ

か
ら
一
時
間
は
起
き
て
い
る
が
、
一
晩
眠
っ
た
あ
と
で
は
そ
の
一
時
間
の
後
半
の
記
憶
を
何
も
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
が
あ
り
う
る
。
／
私
は
実
際
に
そ
の
よ
う
な
薬
を
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
結
果
が
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
私
が
そ
の
よ
う
な
薬
を
約
一
時
間
前
に
飲
ん
だ
と
し
よ
う
。
私
の
ベ
ッ
ド
の
中
で
あ
す
目
覚
め
る
人
物
は
、
今

の
私
と
心
理
的
に
継
続
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
約
半
時
間
前
の
私
と
は
心
理
的
に
継
続
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
私
は
今
心

理
的
分
岐
線
の
上
に
い
て
、
そ
の
線
は
私
が
も
う
す
ぐ
眠
る
と
き
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
半
時
間
の
間
、
私
は
過
去
の

私
自
身
と
心
理
的
に
継
続
し
て
い
る
。
し
か
し
今
の
私
は
、
未
来
の
私
自
身
と
は
心
理
的
に
継
続
し
て
い
な
い
。
私
は
こ
の

半
時
間
の
間
に
し
た
り
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と
を
、
決
し
て
後
か
ら
思
い
出
さ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
明
日

の
私
と
の
私
の
関
係
は
部
分
的
に
は
他
人
と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
／
た
と
え
ば
私
が

何
か
の
実
際
的
な
問
題
で
悩
ん
で
い
た
と
し
て
み
よ
う
。
今
や
私
に
は
結
論
が
わ
か
っ
た
。
私
が
す
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
だ

か
ら
、
私
は
固
い
決
意
を
す
る
。
私
の
以
後
の
生
涯
の
た
め
に
は
、
こ
の
決
意
を
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
私
が

こ
の
心
理
的
分
岐
線
の
上
に
い
る
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
私
は
今
決
心
し
た
こ
と
を
後
に
な
っ
て
覚
え
て
い

な
い
だ
ろ
う
し
、
私
が
今
し
た
決
意
と
と
も
に
目
覚
め
も
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
あ
た
か
も
誰
か
別
人
に
伝
達
す

る
よ
う
に
し
て
明
日
の
私
に
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
私
の
決
定
と
新
し
い
意
図
を
述
べ
る
手
紙
を
書
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
私
が
明
日
気
が
つ
く
に
違
い
な
い
場
所
に
こ
の
手
紙
を
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
私
は
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自
分
が
そ
の
よ
う
な
決
定
を
し
て
手
紙
を
書
い
た
記
憶
を
、
実
際
に
は
何
も
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
一
度
私
は
剃
刀
の
下

に
そ
の
よ
う
な
手
紙
を
見
つ
け
た
こ
と
が
あ
る
。（R

P, 287f.

／
邦
訳

：
三
九
五
～
三
九
六
頁
）

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
事
象
は
作
り
話
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
要
素
を
含
ま
な
い
か
ら
、
或
る
意
味
で
そ
れ
ほ

ど
奇
妙
で
も
な
い
、
日
常
的
と
も
い
え
る
現
象
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
象
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
、
私
は
記
憶
の
継
続
を

伴
わ
な
い
仕
方
で
私
自
身
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
私
自
身
は
私
に
と
っ
て
他
人
と
極
め

て
類
似
し
た
仕
方
で
出
会
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
も
別
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
私
が
未
来
の
私
の
た
め
に

行
為
す
る
際
、
そ
の
気
遣
い
は
他
者
の
た
め
の
世
代
を
超
え
た
善
行
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
う
る
。
ま
た
、
か
な
り
長
い
年
月
を

挟
む
な
ら
ば
、
私
自
身
が
他
人
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
自
分
自
身
の
努
力

に
よ
っ
て
恵
ま
れ
た
地
位
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
と
き
か
ら
十
年
以
上
の
時
間
が
経
て
ば
、「
た
ま
た
ま

良
い
地
位
に
生
ま
れ
た
幸
運
」
の
よ
う
な
こ
と
と
大
差
な
く
思
え
て
、
誇
ら
し
い
気
持
ち
は
薄
れ
、
偶
然
の
所
与
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
、
私
が
か
な
り
以
前
に
、
誰
か
に
約
束
を
し
た
と
い
う
場
合
、
或
い
は
誰
か
に
悪
い

こ
と
を
し
た
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、
今
で
は
そ
う
し
た
約
束
や
行
為
を
し
た
と
き
の
気
持
ち
を
ま
っ
た

く
理
解
で
き
な
い
と
感
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
し
た
約
束
を
守
っ
た
り
、
或
い
は
自
分
の
し
た
こ
と
に
つ
い
て
誰

か
に
謝
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
事
象
と
し
て
、
た
と
え
ば

私
が
生
ま
れ
る
よ
り
前
に
私
の
属
す
る
国
家
や
民
族
が
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
が
自
ら
を
責
任
あ
る
者
と
し
て
見
出
し
た
と

し
て
も
何
も
お
か
し
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
と
お
り
、
私
は
私
が
記
憶
し
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、

「
引
き
受
け
る
」
と
い
う
仕
方
で
私
の
過
去
と
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
関
わ
り
に
お
い
て
、
私
の
過
去
は
わ
れ
わ
れ

の
過
去
と
連
続
的
な
の
で
あ
る
。
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以
上
に
見
て
き
た
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
に
は
生
と
死
に
関
す
る
形
而
上
学
の
理
論
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
『
理
由
と
人
格
』
に
お
け
る
議
論
と
多
く
の
点
で
共
通
し
て
い
る
。
両
者
は

─
同
様

に
ヒ
ュ
ー
ム
の
洞
察
を
継
承
す
る
者
で
あ
る
と
は
言
え

─
議
論
の
文
脈
に
お
い
て
か
な
り
疎
遠
な
位
置
に
あ
る
か
ら
、
本
稿
で

指
摘
さ
れ
た
類
似
性
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
に
対
し
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ン
・
コ
ー
ス

ガ
ー
ド
が
行
っ
た
批
判
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る 14
。
す
な
わ
ち
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
は
、
人
格
が
不
変
の
実
体
と
し
て
存
続
す
る
わ
け

で
は
な
い
と
す
る
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
主
張
を
お
お
む
ね
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
行
為
に
対
す
る
責
任
や
、
約

束
と
い
っ
た
規
範
的
場
面
に
お
い
て
人
格
と
い
う
な
か
ば
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
実
体
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
つ
と
主
張
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
わ
れ
わ
れ
の
自
己
をnation

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
は
む
し
ろ

state

の
よ
う
な
も
の
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
コ
ー
ス
ガ
ー
ド
の
こ
う
し
た
議
論
も
ま
た
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
議
論
と
幾
つ
か

の
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
稿
を
改
め
て
さ
ら
に
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

■
略
号
一
覧

SZ
: M

artin H
eidegger, Sein und Z

eit , N
iem

eyer, 2001
18.

R
P

: D
erek P

arfit, R
easons and P

ersons , C
larendon P

ress, 1984.

（
邦
訳

：

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
『
理
由
と
人
格
』、
森
村
進
訳
、
勁
草
書
房
、

一
九
九
八
年
。）

■
註

1 

本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
四
日
に
岡
山
大
学
で
行
わ
れ
た
日
本
現
象
学
会
第
四
十
一
回
研
究
大
会
に
お
い
て
「T

he 

U
nim

portance of P
ersonal Identity for H

eidegger

」
と
い
う
表
題
の
も
と
発
表
さ
れ
た
原
稿
を
基
に
、
大
幅
な
加
筆
修
正
を
経
て
成
立

し
た
。
発
表
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
多
く
の
方
、
と
り
わ
け
神
谷
健
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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2 

現
存
在
と
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
が
そ
れ
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
。

3 

二
〇
二
一
年
に
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
。

4 

た
と
え
ば
植
村
玄
輝
、
八
重
樫
徹
、
吉
川
孝
編
著
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ
現
代
現
象
学

：

経
験
か
ら
始
め
る
哲
学
入
門
』（
新
曜
社
、

二
〇
一
七
年
）
と
い
う
近
年
の
注
目
作
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
由
来
す
る
議
論
の
紹
介
の
割
合
は
（
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
や
Ｍ
・

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
そ
れ
と
比
し
て
）
か
な
り
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

5 
本
節
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
解
釈
は
す
べ
て
丸
山
文
隆
の
博
士
論
文
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
超
越
論
的
な
思
惟
の
道
」
第
一
章
の
な
か

で
正
当
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
正
当
化
は
、
比
較
的
簡
素
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
丸
山
文
隆
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
死
へ
の
先
駆
の
役
割
に
つ
い
て
」（『
哲
学
の
探
求
』
第
四
十
六
号
、
一
一
九
～
一
三
七
頁
、
二
〇
一
九
年
）

に
お
い
て
も
提
示
さ
れ
た
。

6 

以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
引
用
者
の
訳
に
よ
る
。
な
お
、
一
部
の
強
調
は
省
略
し
た
。

7 

エ
ピ
ク
ロ
ス
『
エ
ピ
ク
ロ
ス

：
教
説
と
手
紙
』、
出
隆
、
岩
崎
允
胤
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
六
七
頁
。

8 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
次
を
参
照
せ
よ
。
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
「
死
」、『
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
』（
永
井
均
訳
、

勁
草
書
房
、
一
九
八
九
年
）
所
収
、
一
～
一
六
頁
、
お
よ
び
、
鈴
木
生
郎
「
死
の
害
の
形
而
上
学
」、『
科
学
基
礎
論
研
究
』
第
三
十
九
巻
、

第
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
～
二
四
頁
。

9 

エ
ピ
ク
ロ
ス
、
同
箇
所
。
ま
た
、
死
に
つ
い
て
悩
む
こ
と
が
無
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
次
を
も
見
よ
。Jeffrie G

. 

M
urphy, “R

ationality and the Fear of D
eath”, in T

he M
etaphysics of D

eath, edited by John M
artin Fischer, Stanford U

niversity P
ress, 

1993, pp. 41–58.

10 

本
節
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
解
釈
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
博
士
論
文
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
超
越
論
的
な
思
惟
の
道
」
第
二
章
を
参
照

せ
よ
。

11 

こ
れ
ら
は
「
時
間
性
（Z

eitlichkeit

）」
の
三
契
機
で
あ
る
か
ら
、「
時
間
」
の
構
成
要
素
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
コ
イ
フ
ァ
ー
は
「
脱
自
態
」
が
「
時
間
」
に
関
わ
る
概
念
で
は
な
い
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
「
脱

自
態
」
は
「
時
間
」
の
根
源
で
あ
る
以
前
に
ま
ず
も
っ
て
「
自
己
」
の
あ
り
方
を
構
成
す
る
概
念
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
主
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張
し
て
い
る
。C

f. Stefan K
äufer, “T

em
porality as the O

ntological Sense of C
are”, in T

he C
am

bridge C
om

panion to H
eidegger’s B

eing and 

T
im

e, edited by M
ark A

. W
rathall, C

am
bridge U

niversity P
ress, 2013, p. 353.

12 

次
の
文
を
見
よ
。「
到
来
的
な
現
存
在
が
お
の
れ
の
も
っ
と
も
固
有
な
『
そ
れ
が
そ
の
都
度
既
に
ど
う
在
っ
た
か
』
で
、
す
な
わ
ち
お
の

れ
の
『
既
在
』
で
あ
り

0

0

う
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
の
み
、
被
投
性
の
引
き
受
け
は
可
能
で
あ
る
。」（SZ

, 325f.

）

13 
C

f. Stefan K
äufer, “H

eidegger on M
ineness and M

em
ory”, A

nnales P
hilosophici 2, 2011, pp. 51–65.

14 
C

f. C
hristine M

. K
orsgaard, “P

ersonal Identity and the U
nity of A

gency: A
 K

antian R
esponse to P

arfit”, in C
reating the K

ingdom
 of 

E
nds, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1996, pp. 363–398.（

ま
る
や
ま
・
ふ
み
た
か
　
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
特
任
研
究
員
）
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Fumitaka Maruyama

117

This paper aims to reconstruct the metaphysics of death and life from the 

arguments presented by Martin Heidegger in Being and Time (1927).

Heidegger sees death as a unique human possibility. Conventional metaphysics 

sees our lives as independent of death, and death as an event that befalls us. 

However, Heidegger considers us inseparable from death in the first place. Death 

is a mysterious phenomenon in traditional metaphysics, typically expressed by 

the claims of Epicurus. According to him, it is absurd to fear death because it is 

nothing to us. As, for traditional ontology, to be means to be present, what cannot 

be present for you is the same as not existing for you. In contrast, Heidegger 

believes that death is not a kind of object, state of affairs, or entity, but an essential 

component of our life. Death is the possibility that we are always afraid of, but 

cannot escape. 

Perhaps the best way to explain Heidegger’s theory of life is to point out the 

ideas that it shares with the theory of the identity of personality in Derek Parfit’s 

Reasons and Persons (1984). They share the same insight that personal identity is 

not what matters. For Heidegger, identity of the self is far different from that of 

the other entities. The identity of the self—‘selfhood’—stands for the way we are 

ourselves, which is not to be the ‘same’ or to remain unchanged. If one accepts 

Parfit’s claim that every identity must be a transitive relation, and stops calling 
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Heidegger’s concept of ‘selfhood’ a kind of ‘identity’, then one can say that not only 

for Parfit but also for Heidegger, personal identity is ontologically insignificant. 

Parfit’s viewpoints also agree with several of Heidegger’s ideas, such as the view 

that memory is not directly relevant to the continuity of our being. I am who I was 

not because I remember the past, but because I can bear the responsibility of what I 

was even if I cannot remember it. This sense of ‘taking over’ is relevant for selfhood, 

which Heidegger discusses in more detail than Parfit.
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