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1

ハ
イ
デ
ガ
ー
身
体
論
の
射
程

　
　

―
異
質
な
他
者
と
共
存
在
す
る
た
め
に
―

高 

屋 

敷　
　

直　
　

広

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
従
来
の
主
要
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
と
は
異
な

り
、『
存
在
と
時
間（

1
（

』
を
中
心
に
、「
存
在
者
（Seiendes
（」
の

「
存
在
（Sein

（」
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
、「
現
存
在
（D

asein
（」

の
「
身
体
（Leib

（」
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
解
明
を
通

じ
て
、
本
稿
で
は
、
自
分
と
は
異
な
る
他
者
と
「
共
存
在

（M
itsein

（」
す
る
＝
と
も
に
生
き
る
た
め
に
、「
身
体
」
が
一
つ
の

積
極
的
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る（

2
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
思
想
の
成
果
の
一
つ
に
、
哲
学
的
な
主
題
と
し

て
「
身
体
」
へ
光
を
当
て
直
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け

二
〇
世
紀
以
降
の
現
象
学
は
、「
身
体
」
を
た
ん
な
る
物
質
と
見
な

し
た
り
、
意
識
や
精
神
の
下
位
に
位
置
づ
け
た
り
す
る
の
で
は
な

く
、
主
体
で
あ
る
と
同
時
に
客
体
で
も
あ
る
「
身
体
」
の
両
義
性
へ

の
着
眼
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
主
客
二
元
論
を
克
服
す
る
可
能
性
を

見
出
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
身
体
的
に
存
在
し
て
い
る
自
己

が
異
な
る
「
身
体
」
の
他
者
へ
ど
の
よ
う
に
接
近
可
能
な
の
か
と
い

う
他
者
理
解
へ
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
や

Ｍ
・
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
こ
う
し
た
新
た
な
道
は
、

Ｊ=
Ｌ
・
ナ
ン
シ
ー
や
Ｄ
・
フ
ラ
ン
ク
ら
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
を

経
由
し
つ
つ
、
現
在
の
現
象
学
研
究
に
ま
で
お
よ
ぶ（

3
（

。

　

他
方
、
従
来
の
主
要
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自

身
が
「
身
体
」
を
十
分
に
論
じ
得
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
概
し
て
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「
身
体
」
の
意
義
が
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
の
見
解
で
は
、

こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
、
自
己
の
「
時
間
性
（Zeitlichkeit

（」
を

重
視
す
る
彼
の
存
在
論
に
お
い
て
「
身
体
」
が
軽
視
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
意
味
す
る
以
上
に
、
他
者
と
の
共
存
在
を
解
釈
す
る
上
で
重
要

な
意
味
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
繰
り
返
し
強
調

し
た
よ
う
に
、
現
存
在
が
本
質
上
「
他
者
た
ち
と
と
も
に
あ
る
共
存

在
で
あ
る
」（SZ, 118
（
な
ら
ば
、
現
存
在
相
互
の
「
身
体
」
を
伴

う
現
実
の
関
係
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
れ

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
人
も
、
従
来
の
主
要
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
解
釈
も
、

存
在
者
と
し
て
の
自
己
と
他
者
の
差
異
や
そ
の
関
係
を
解
明
で
き
な

か
っ
た
ゆ
え
に
、「
実
存
論
的
独
我
論
」
と
い
う
批
判
を
克
服
で
き

な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
・
ミ
カ
ル
ス
キ
ー

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
存
在
忘
却
（Seins-

vergessenheit

（
に
対
抗
す
る
あ
ま
り
生
じ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

見
え
る
「
身
体
忘
却
（Leibvergessenheit

（」
を
克
服
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
な
自
己
と
他
者
の
生
き
生
き
と
し
た

共
存
在
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る（

4
（

。

　

そ
の
た
め
の
手
掛
か
り
は
、
実
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る

「
身
体
」
を
め
ぐ
る
論
述
に
あ
る
。
本
論
で
明
ら
か
に
す
る
通
り
、

こ
の
書
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
一
般
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
自
己
の
時
間
性
の
解
明
を
優
先
さ
せ
た
た
め
に
、
本
来
「
身
体
」

の
働
き
を
抜
き
に
は
成
立
し
得
な
い
実
存
論
的
分
析
論
に
お
い
て
、

「
身
体
」
の
主
題
的
な
論
述
を
あ
え
て
退
か
せ
た
（V

gl. SZ, 108

（
5
（

（。

か
え
っ
て
そ
の
こ
と
が
、
自
己
と
他
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
道

を
塞
い
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、

近
年
の
有
益
な
研
究
も
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら（

6
（

、「
身
体
」
に
対
す

る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
慎
重
で
示
唆
的
な
論
述
の
含
意
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、「
身
体
」
は
、
自
己
と
他
者
の
共

存
在
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

具
体
的
に
は
、
以
下
の
手
順
で
三
つ
の
主
要
課
題
を
考
察
す
る
。

　

第
一
の
課
題
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
身
体
」
や
肉
体

（K
örper

（
で
は
な
く
、
実
存
論
的
な
意
味
で
の
「
身
体
」
を
考
察

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
察
を
通
じ
て
、「
身
体
」
が
実
存
論
的

な
空
間
性
（die existenziale Räum

lichkeit

（
を
可
能
に
す
る

点
が
明
ら
か
に
な
る
（
第
1
節
（。

　

第
二
の
課
題
は
、「
身
体
」
が
空
間
性
を
生
起
さ
せ
な
が
ら
ど
の

よ
う
に
存
在
者
と
の
出
会
い
（Begegnen

（
を
可
能
に
し
て
い
る

の
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
察
を
通
じ
て
、

「
身
体
」
が
、
ロ
ゴ
ス
の
開
示
機
能
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
者

の
存
在
を
開
示
す
る
点
が
明
ら
か
に
な
る
（
第
2
節
（。

　

第
三
の
課
題
は
、「
身
体
」
の
開
示
す
る
働
き
に
即
し
て
共
存
在

を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
存
在
者
の
存
在

の
開
示
に
与
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
で
あ
る
現
存
在
と
他
者
で
あ

る
「
共
現
存
在
（M

itdasein

（」
の
関
係
を
結
ぶ
と
い
う
「
身
体
」
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の
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
（
第
3
節
（。

１
．�
空
間
を
許
容
す
る
「
身
体
」―
時
間
性
と
空
間
性

の
等
根
源
性
を
手
掛
か
り
に

　

さ
て
、『
存
在
と
時
間
』
で
「
身
体
」
は
、「
手
（H

and

（」
の
例

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
存
在
の
日
常
的
な
生
に
お
け
る
道
具

（Zeug

（
の
使
用
や
交
渉
（U

m
gang

（
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

本
節
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
理
解
に
基
づ
い
て
、
目
立
た
ず
存

す
る
「
身
体
」
の
実
存
論
的
・
存
在
論
的
な
働
き
を
明
ら
か
に
す

る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
、
現
存
在
特
有
の
空
間
性
を
明
ら
か
に
す

る
際
に
「
身
体
」
へ
注
意
を
促
す
か
ら
で
あ
る
（V

gl. SZ, 

§23

（。

　

ま
ず
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
空
間
理
解
の
要
点
を
押
さ
え
て
お
く
。

彼
は
、
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
で
物
理
的
な
空
間
理
解
を

派
生
的
だ
と
考
え
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
現
存
在
の
空
間
性
を
位
置
づ

け
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
現
存
在
の
空
間
性
は
、
現
存
在
と
世
界

（W
elt

（、
お
よ
び
現
存
在
と
世
界
内
部
的
存
在
者
の
動
的
な
循
環

関
係
を
意
味
す
る
。
こ
の
循
環
関
係
は
、
現
存
在
と
道
具
の
関
係
か

ら
導
か
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
道
具
は
固
有
な
空
間
性

「
方
域
（Gegend

（」
を
も
つ
。
個
々
の
道
具
は
、
配
置
さ
れ
る
置

き
場
（Platz

（
に
置
か
れ
て
い
る
ゆ
え
に
「
適
所
（Bew

andtnis

（」

を
得
て
い
る
。
方
域
と
は
、
こ
れ
ら
「
適
所
」
が
構
成
す
る
道
具
全

体
の
空
間
性
を
意
味
す
る
（SZ, 84

（。
現
存
在
は
、
こ
の
方
域
に

対
し
て
「
遠
さ
を
取
る
こ
と
（Ent-fernung

（」
と
「
方
向
づ
け

（A
usrichtung

（」
と
い
う
二
つ
の
契
機
に
よ
っ
て
関
わ
っ
て
い
る

（SZ, 104ff.

（。
遠
さ
を
取
る
こ
と
と
は
、「
距
離
・
隔
た
り
」
や

「
遠
ざ
け
る
こ
と
」
と
い
っ
た
通
常
の
語
法
と
異
な
り
、
ハ
イ
フ
ン

で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遠
さ
を
取
り
は
ら
い
「
近
く
に
な
じ

ま
せ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
働
き
を
通
じ
て
現
存
在
は
、
数

あ
る
道
具
を
自
分
か
ら
適
切
な
近
さ
へ
置
き
、
必
要
に
応
じ
て
使
う

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
上
下
・
左
右
・
前
後
な
ど
の
あ

る
方
向
が
伴
わ
れ
な
が
ら
道
具
と
の
近
さ
が
保
た
れ
て
い
る
。
そ
の

働
き
を
す
る
の
が
方
向
づ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
存
在
の
空
間
性

は
、
有
意
義
な
近
さ
と
方
向
の
網
の
目
と
し
て
、
道
具
と
関
係
し
続

け
る
こ
と
に
よ
り
生
起
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
契
機
か
ら
成
り
立
つ
現
存
在
の
空
間
性
を
「
空
間
を

許
容
す
る
こ
と
（Einräum

en

（
―
実
存
疇
（Existenzial

（
と

し
て
理
解
さ
れ
た
―
」（SZ, 111

（
と
い
う
実
存
論
的
・
存
在
論

的
な
働
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
語
は
、「
何
か
を
片
づ
け
る
こ
と
」

と
い
っ
た
通
常
の
語
法
と
異
な
り
、
世
界
内
存
在
（In-der-W

elt-
sein

（
に
お
い
て
道
具
を
空
間
的
に
布
置
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

（V
gl. SZ, 368

（。

　

注
意
す
べ
き
な
の
は
、
以
上
の
「
空
間
を
許
容
す
る
こ
と
」
が
、

道
具
と
の
日
常
的
な
関
係
に
終
始
せ
ず
、
そ
も
そ
も
存
在
者
と
の
出
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会
い
を
可
能
に
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
意
味
で
は
現
存
在

の
空
間
性
が
あ
る
根
源
的
な
性
格

0

0

0

0

0

0

0

0

を
も
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か

に
、『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
的
な
意
図
と
戦
略
に
し
た
が
え
ば
、

世
界
内
存
在
の
根
拠
が
時
間
性
に
あ
る
以
上
、
い
わ
ば
時
間
性
が
存

在
の
根
拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
彼
は
、
時
間
性
へ
の
還
元
主

義
を
明
ら
か
に
否
定
し
て
お
り
、
空
間
性
が
時
間
性
と
あ
る
意
味
で

等
し
く
根
源
的
で
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
（V

gl. 
SZ, 104, 369

（（
7
（

。
彼
は
、
空
間
を
許
容
す
る
現
存
在
の
空
間
性
が
、

道
具
の
方
域
と
い
う
「
空
間
に
出
会
う
た
め
の
先
行
性
」
と
い
う
意

味
で
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
」
で
あ
る
と
明
言
す
る
（SZ, 

111

（。
換
言
す
れ
ば
、
基
礎
存
在
論
的
に
は
、
世
界
へ
の
「
超
越
」

が
脱
自
的
・
地
平
的
な
時
間
性
に
基
づ
い
て
可
能
で
あ
る
と
し
て

も
、
世
界
を
開
示
し
な
が
ら
世
界
内
部
的
存
在
者
と
出
会
う
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

は
、
空
間
を
許
容
す
る
働
き
も
ま
た
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
空
間
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
性
格
は
、
空
間
性
を

可
能
に
す
る
時
間
的
（
テ
ン
ポ
ラ
ー
ル
（
な
諸
条
件
に
言
及
さ
れ
る

時
で
さ
え
次
の
よ
う
に
再
度
強
調
さ
れ
る
。

「
現
存
在
は
―
文
字
通
り
の
理
解
で
―
空
間
を
許
容
し
て

0

0

0

0

し
ま
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

。
現
存
在
は
、
身
体
物
体
（Leibkörper

（
が

満
た
す
空
間
部
分
の
な
か
で
眼
前
的
に
の
み
存
在
し
て
い
る
の

で
は
決
し
て
な
い
。
現
存
在
は
、
実
存
し
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど

す
で
に
活
動
空
間
（Spielraum

（
を
許
容
し
て
し
ま
っ
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

」（SZ, 367

（。

　

活
動
空
間
と
は
、
上
述
の
遠
さ
を
取
る
こ
と
と
方
向
づ
け
に
よ
っ

て
開
か
れ
た
、 

道
具
と
の
循
環
関
係
を
意
味
す
る （V

gl. SZ, 369

（。

つ
ま
り
、「
空
間
を
許
容
す
る
こ
と
」
が
、「
そ
れ
自
身
と
し
て
は
」、

世
界
や
世
界
内
部
的
存
在
者
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
空
間
性
を
先
行
的
に

開
示
し
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
（V

gl. SZ, 367

（。
こ
の
許
容
が

な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
存
在
者
に
も
出
会
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
世
界
内
部
的
存
在
者
の
空
間
性
を
成
り
立
た
せ
、
存
在
者
と
の

出
会
い
を
可
能
に
す
る
と
い
う
先
行
性
を
厳
密
に
く
み
取
る
な
ら

ば
、
現
存
在
の
空
間
性
は
、
存
在
者
と
の
出
会
い
に
関
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
当0

の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
ア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　

以
上
の
解
釈
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
空
間
性
を
時
間
性
へ
た
ん
に

還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
性

が
、
そ
れ
自
身
の
み
で
存
在
者
を
直
接
に
出
会
わ
せ
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
空
間
性
の
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
こ
の
働
き
は
時
間
性
と
等
し
く
根
源
的
だ
と
理
解
す
べ

き
で
あ
る
。
Ｌ
・
ア
ル
ワ
イ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
存
在
の
空
間
性
は
、「
も
は
や
空
間
―
時

間
の
二
元
性
に
応
じ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
空
間
性
」
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
根
源
的
に

0

0

0

0

、
現
存
在
は
空
間
的
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
言
う
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べ
き
で
あ
る（

8
（

。
時
間
性
と
空
間
性
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
初
め
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
次
の
発
言
の

真
意
も
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。「
存
在
論
的
に
十
分
に
良
く
理

解
さ
れ
た
『
主
観
』、
つ
ま
り
現
存
在
は
、
あ
る
根
源
的
な
意
味
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

空
間
的
な
の
だ
」（SZ, 111

（。

　

次
に
、 

筆
者
の
見
解
で
は
、 

以
上
の
論
点
を
踏
ま
え
て
こ
そ 

「
身

体
」 

に
対
す
る 『
存
在
と
時
間
』 

の
一
節
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

「
現
存
在
の
『
身
体
性
（Leiblichkeit

（』（
9
（

は
、
こ
こ
で
は
論

じ
る
わ
け
に
い
か
な
い
あ
る
固
有
の
問
題
性
を
自
ら
蔵
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
身
体
性
に
お
け
る
現
存
在
の
空
間
化
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

〔
方
向
づ
け
に
よ
る
〕
左
右
の
方
向
に
し
た
が
っ
て
と
も
に
際

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

立
て
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0 （m
it ausgezeichnet sein

（」 （SZ, 108

（。

　

上
述
の
通
り
、
方
向
づ
け
は
、
遠
さ
を
取
る
こ
と
と
不
可
分
に
空

間
性
を
生
起
さ
せ
て
い
る
。「
身
体
」
は
、
右
手
と
左
手
の
区
別
に

顕
著
な
よ
う
に
、
こ
の
生
起
の
う
ち
で
方
向
づ
け
る
働
き
を
遂
行
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
方
向
づ
け
が
空
間
を
許
容
す
る
た
め
の
構
成

契
機
で
あ
り
、「
身
体
」
が
こ
の
方
向
づ
け
と
と
も
に

0

0

0

あ
る
な
ら
ば
、

「
身
体
」
は
、「
空
間
を
許
容
す
る
こ
と
」
そ
れ
自
体
を
成
り
立
た
せ

る
実
存
論
的
な
契
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
（V

gl. 
SZ, 109f., 111

（。
言
い
換
え
れ
ば
、「
身
体
」
は
、
存
在
者
と
出
会

う
際
の
空
間
化
の
根
源
的
な
作
用
に
直
接
関
わ
り
、
実
存
論
的
な
世

界
の
開
示
を
常
に
す
で
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

Ｈ
・
フ
ニ
は
、
空
間
性
に
対
す
る
「
身
体
」
の
こ
の
よ
う
な
関
与

を
簡
潔
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
の
「
身
体
」

は
、
世
界
内
存
在
の
空
間
化
を
「
根
源
的
に
と
も
に
担
う
も
の
（ein 
ursprünglich M

ittragendes

（」
で
あ
る（

（1
（

。
筆
者
の
見
解
で
は
、

「
と
も
に
担
う
（m

ittragen

（」
と
は
、「
空
間
を
許
容
す
る
こ
と
」

と
と
も
に
、
ひ
い
て
は
時
間
性
と
と
も
に
、
現
存
在
の
空
間
化
を
可

能
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
フ
ニ
に
よ
れ
ば
、
世
界
内
存
在
の
空

間
化
は
遠
さ
を
取
る
こ
と
と
方
向
づ
け
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
だ
か

ら
、「
身
体
」
が
「
共
作
用
（M

itw
irkung

（」
し
て
い
な
け
れ
ば

成
り
立
た
な
い（

（（
（

。
換
言
す
れ
ば
、「
身
体
」
が
関
与
し
て
い
な
け
れ

ば
、
世
界
や
世
界
内
部
的
存
在
者
と
の
関
わ
り
は
も
と
よ
り
、
空
間

を
許
容
す
る
現
存
在
の
空
間
性
そ
の
も
の
が
成
立
し
得
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
上
述
の
通
り
、「
空
間
を
許
容
す
る
こ
と
」
が
存
在
者

と
の
出
会
い
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
与
す
る
「
身
体
」
も
ま
た
一
つ
の
先
行
的
な
働
き
と
し
て
現

存
在
に
存
在
者
を
出
会
わ
せ
る
と
い
う
根
源
性
を
も
つ
、
と
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
筆
者
は
、「
身
体
」
が
、
実
存
論
的
な
空
間
性
を
成

り
立
た
せ
る
「
実
存
疇
」
で
あ
り
、
か
つ
空
間
性
の
う
ち
で
様
々
な

存
在
者
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
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2
．�「
接
触
す
る
こ
と
」
の
含
意
―
ロ
ゴ
ス
の
開
示
す

る
働
き
と
「
身
体
」

　

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
身
体
」
は
、
空
間
性
を
成
り

立
た
せ
る
働
き
を
担
い
、
か
つ
空
間
性
の
う
ち
で
存
在
者
と
の
出
会

い
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
根
源
的
な
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
根
源
的
で
あ
る
と
は
言
え
、「
身
体
が
ど
の
よ
う
に
存
在
者
と

の
出
会
い
を
可
能
に
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
さ
ら
に
生
じ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
存
在
者
と
出
会
う
際
の

「
身
体
」
の
働
き
を
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

　

筆
者
の
見
解
で
は
、
そ
の
た
め
に
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る

「
接
触
す
る
こ
と
（Berührung

（」
に
着
眼
す
る
必
要
が
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
、
こ
の
語
は
、
事
物
（D

ing

（
同
士
の
物
理
的
で
空

間
的
な
位
置
関
係
か
ら
、
現
存
在
の
空
間
性
、
お
よ
び
現
存
在
と
存

在
者
の
空
間
的
な
関
係
を
区
別
す
る
た
め
に
強
調
さ
れ
る
実
存
論
的

な
概
念
で
あ
る
（V
gl. SZ, 53ff.

（。
従
来
の
主
要
な
『
存
在
と
時

間
』
研
究
で
は
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
語
に
は
「
身

体
」
と
の
連
関
が
潜
ん
で
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
事
物
同
士
は
決

し
て
「
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」、
ひ
た
す
ら
「
並
存
す
る
だ
け
」

だ
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
接
触
す
る
た
め
に
は
「
出
会
う
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
現
存
在
し
か
も
た
な
い
性
格
が
必
須
だ
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
存
在
を
目
掛
け
て
何
か
を
そ
れ
と
し
て
あ

ら
わ
に
す
る
あ
り
方
が
先
行
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
現
存
在
は
存
在

者
へ
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
事
物
は
こ

の
よ
う
な
存
在
様
式
を
も
た
な
い
ゆ
え
に
、
諸
事
物
が
い
く
ら
物
理

的
に
近
く
に
あ
ろ
う
と
も
、
せ
い
ぜ
い
空
間
内
部
で
並
存
す
る
に
過

ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
煙
草
と
灰
皿
は
、
そ
れ
自
体
で
出
会
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
喫
煙
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
現
存
在
を

介
し
て
初
め
て
現
存
在
と
の
近
さ
の
う
ち
で
生
起
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
さ
ら
に
は
、
煙
草
と
灰
皿
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
近
く
に
あ
る
」

と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
者

と
の
こ
の
よ
う
な
関
わ
り
を
「
出
会
い
」
と
し
て
強
調
す
る
。
出
会

い
と
い
う
実
存
論
的
な
性
格
を
有
す
る
ゆ
え
に
、「
接
触
す
る
こ
と
」

は
、
実
存
疇
の
一
つ
と
し
て
実
存
論
的
な
空
間
性
を
構
成
す
る
不
可

欠
の
一
契
機
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
筆
者
の
見
解
で
は
、

「
接
触
す
る
こ
と
」
は
、
空
間
性
の
生
起
を
本
質
的
に
担
う
（
と
も

に
担
う
）
実
存
論
的
で
空
間
的
な
「
身
体
」
の
一
様
態
と
見
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
出
会
い
が
あ
る
も
の
を
そ
れ
と
し
て
開
示
す
る
こ
と

で
あ
る
な
ら
ば
、
バ
ウ
ア
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
出
会
い
に
は
事

象
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
に
す
る
「
ロ
ゴ
ス
」
の
働
き
が
前
提
さ
れ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
ロ
ゴ
ス
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
ギ

リ
シ
ア
語
の
原
義
を
活
か
し
て
解
釈
す
る
「
語
り
（Rede

（
と
し
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て
の
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
る
（V

gl. SZ, 32ff.

（。
語
り
と
し
て
の
ロ
ゴ

ス
は
、「
語
ら
れ
て
い
る
も
の
」
を
「
そ
の
も
の
自
身
に
即
し
て
そ

の
も
の
の
方
か
ら
見
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
」、
つ
ま
り
何
か
を

本
来
的
に
開
示
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
開
示
が
音
声

化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
派
生
的
で
し
か
な
い
。
彼

は
、
開
示
す
る
と
い
う
こ
の
働
き
を
ロ
ゴ
ス
の
根
本
性
格
と
捉
え

る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
接
触
は
、
声
に
出
し
て
語
る
こ

と
で
は
な
く
、
時
に
は
自
分
一
人
で
遂
行
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
何

か
を
真
正
に
開
示
す
る
ロ
ゴ
ス
の
働
き
を
備
え
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
接
触
と
は
、
身
体
的
に
あ
る
も
の
と
触
れ
あ

い
な
が
ら
、
ロ
ゴ
ス
の
開
示
機
能
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。

　

以
上
の
身
体
的
に
「
接
触
す
る
こ
と
」
は
、
一
見
す
る
と
、
例
え

ば
「
こ
の
コ
ー
ラ
の
瓶
に
触
れ
て
い
る
時
に
生
じ
る
」
と
い
う
よ
う

に
、
表
面
的
な
接
点
を
伴
う
関
係
だ
け
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
だ
が
バ
ウ
ア
ー
も
注
意
す
る
よ
う
に
、
接
触
は
、
実
際

の
接
点
の
有
無
を
超
え
て
ど
こ
ま
で
も
存
在
論
的
に
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
接
触
は
、
平
均
的
で
日
常
的
な
見
方
に

対
す
る
対
象
と
し
て
は
「
消
え
去
る
（verschw

inden

（」
ほ
ど
に
、

「
身
体
」
が
ロ
ゴ
ス
の
働
き
と
統
一
的
に
連
関
し
な
が
ら
存
在
者
を

開
示
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る（

（1
（

。
換
言
す
れ
ば
、
接
触
と
は
、

思
索
が
存
在
者
と
の
実
存
論
的
な
「
近
さ
」
の
な
か
を
動
く
こ
と
で

あ
る
。
前
節
の
成
果
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
現
存
在
は
、「
身
体
」

を
一
つ
の
中
心
に
空
間
性
を
生
起
さ
せ
る
な
か
で
、
実
存
論
的
な
意

味
で
の
身
体
的
な
接
触
に
よ
っ
て
、
触
れ
ず
と
も
存
在
者
を
開
示
し

な
が
ら
布
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
接
触
と
は
、「
身
体
」
に

よ
っ
て
何
か
へ
〈
態
度
を
取
る
〉
と
い
う
現
存
在
の
あ
り
方
を
言
い

当
て
た
概
念
な
の
で
あ
る
。

　

本
節
ま
で
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
二
点
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
第
一
に
、「
身
体
」
は
実
存
論
的
な
空
間
性
を
成
り
立
た
せ
る
。

第
二
に
、「
身
体
」
は
ロ
ゴ
ス
の
開
示
機
能
を
担
い
、
存
在
者
を
そ

の
存
在
に
即
し
て
開
示
し
な
が
ら
出
会
わ
せ
る
。

3
．�「
身
体
」
に
基
づ
く
自
己
と
他
者
の
共
存
在

―
異
質
な
他
者
と
共
存
在
す
る
た
め
の
一
つ
の
可
能
性

　

さ
ら
に
本
節
で
は
、
現
存
在
と
道
具
な
ど
の
物
と
の
関
係
に
留
ま

ら
ず
、
現
存
在
と
共
現
存
在
の
関
係
に
ま
で
考
察
を
進
め
る
。
他
者

と
の
出
会
い
は
、「
身
体
」
を
介
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
可
能
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
筆
者
は
、
先
述
の
ミ
カ
ル

ス
キ
ー
の
解
釈
も
さ
ら
な
る
手
掛
か
り
と
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
メ

タ
存
在
論
（M

etontologie

（」
の
う
ち
で
「
身
体
」
に
即
し
て
取

り
上
げ
た
共
存
在
の
議
論
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
メ
タ
存
在
論
と
は
、
現
存
在
を
常

に
す
で
に
取
り
巻
い
て
い
る
事
実
的
な
「
存
在
者
を
全
体
と
し
て
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テ
ー
マ
に
す
る
」
存
在
論
で
あ
る
（GA

26, 199

（（
（1
（

。
換
言
す
れ
ば
、

メ
タ
存
在
論
は
、
平
均
的
で
日
常
的
な
交
渉
相
手
と
し
て
で
は
な

く
、
か
つ
数
量
で
総
計
さ
れ
る
事
物
と
し
て
で
も
な
く
、
存
在
了
解

に
さ
え
先
行
す
る
仕
方
で
そ
こ
に
あ
る
事
実
と
し
て
、
存
在
者
を
あ

り
の
ま
ま
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
の
存
在
者

と
は
、
た
ん
に
非
本
来
的
な
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
存
在
論
が
問
う

べ
き
「
現
事
実
的
（faktisch

（」（
（1
（

な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る（

（1
（

。
重
要
な
の
は
、
メ
タ
存
在
論
の
う
ち
で
こ
そ
、
実
存
す
る

者
の
間
の
共
存
在
、
し
か
も
そ
れ
に
対
す
る
「
身
体
」
の
関
与
を

『
存
在
と
時
間
』
よ
り
も
明
確
に
読
み
取
り
得
る
こ
と
で
あ
る
（V

gl. 
GA

26, 173ff.

（。

　

次
に
筆
者
は
、（
示
唆
的
で
は
あ
る
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
の
要

点
を
以
下
の
二
点
に
ま
と
め
る
。

　

第
一
の
要
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
存
在
者
全
体
へ
の
事
実
的
で

被
投
的
な
「
分
散
（Zerstreuung

（」
の
う
ち
で
共
存
在
を
積
極

的
に
解
釈
す
る
点
で
あ
る（

（1
（

。
上
述
の
通
り
、
彼
は
、
全
体
と
し
て

の
存
在
者
が
あ
る
と
い
う
驚
く
べ
き
「
現
事
実
性
」
を
強
調
す
る
よ

う
に
な
る
が
、
分
散
と
は
、
現
存
在
が
こ
の
現
事
実
性
へ
理
由
も
な

く
投
げ
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
は
、
被

投
性
が
「
現
存
在
の
根
源
的
な
一
性
格
」
で
あ
る
と
の
主
張
に
続
け

て
、
分
散
を
「
被
投
的
分
散
（die gew

orfene Zerstreuung

（」

な
い
し 「
超
越
論
的
分
散 （die transzendentale Zerstreuung

（」

と
特
徴
づ
け
る
（V

gl. GA
26, 174

（。
そ
の
際
に
彼
は
ま
た
、
被

投
的
分
散
が
「
現
存
在
そ
れ
自
身
の
分
散
、
す
な
わ
ち
共
存
在
一

般
」（GA

26, 175

（
だ
と
明
言
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
被

投
的
分
散
を
通
じ
て
、
共
存
在
が
現
事
実
的
な
自
己
と
他
者
の
関
係

と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
こ
れ
ら
の
主
張
を

踏
ま
え
て
、
ミ
カ
ル
ス
キ
ー
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
用
い
「
本

来
的
な
実
存
の
態
度
（das eigentliche Existenzverhältnis

（

と
し
て
の
共
存
在
」
と
し
て
、
事
実
的
な
実
存
相
互
の
関
係
を
「
共

―
実
存
者
（M

it- Existierende

（」（Ibid.

（
の
関
係
と
捉
え
る（

（1
（

。

つ
ま
り
こ
の
関
係
は
、
現
存
在
が
そ
の
つ
ど
自
己
本
来
的
で
固
有
な

あ
り
方
を
す
る
な
か
で
、
同
様
に
固
有
な
あ
り
方
を
す
る
他
者
へ
態

度
を
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

第
二
の
要
点
は
、
以
上
の
関
係
を
可
能
に
す
る
被
投
的
分
散
が
、

実
は
「
身
体
」
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
ま
ず
ミ
カ
ル
ス
キ
ー
に
よ
る
次
の
主
張
を
手

掛
か
り
に
考
案
を
進
め
て
み
た
い
。「
身
体
性
は
、〔
被
投
的
〕
分
散

の
内
部
に
お
け
る
組
織
化
の
要
因
（O

rganisationsfaktor

（
と
し

て
、〔
事
実
的
な
〕
性
差
と
空
間
性
へ
〔
被
投
的
〕
分
散
を
主
導
的

に
組
織
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
事
実
的
な
相
互
存
在
へ
も
〔
被
投

的
〕
分
散
を
主
導
的
に
組
織
化
す
る
」（

（1
（

。
換
言
す
れ
ば
、
被
投
的
に

分
散
さ
れ
た
実
存
相
互
の
事
実
的
な
関
係
は
、「
身
体
」
が
そ
の
分

散
を
主
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
は
、
ハ
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イ
デ
ガ
ー
自
身
の
指
摘
に
基
づ
く
。
と
い
う
の
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
被
投
的
分
散
に
際
し
て
、
現
存
在
の
事
実
性
を
本
質
的
に
可
能

に
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
身
体
」
を
組
織
化
の
主
導
的
な
要
因
と

見
な
す
か
ら
で
あ
る
（V

gl. GA
26, 173ff.

（。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ

ば
、「
身
体
」、「
性
差
」、「
空
間
性
」
は
並
列
に
捉
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
第
一
次
的
に
「
身
体
」
が
空
間
性
へ
の
被
投
的
分
散
を

主
導
し
、
そ
の
空
間
性
の
う
ち
で
個
々
の
性
差
が
可
能
と
な
り
、
お

互
い
の
関
係
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
組
織
化
は
、

決
し
て
何
ら
か
の
「
類
的
」
な
も
の
へ
存
在
者
を
整
理
す
る
こ
と
で

も
な
く
、
ま
た
た
ん
な
る
事
物
と
し
て
現
存
在
を
整
理
す
る
こ
と
で

も
な
い
。
こ
の
組
織
化
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
諸
々
の
現
存
在
を
事
実

的
に
多
様
化
す
る
こ
と
（M

annigfaltigung
（
を
意
味
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
身
体
」
が
主
導
す
る
組
織
化
は
、
多
様
化
さ
れ

た
そ
の
つ
ど
の
実
存
相
互
の
関
係
へ
現
存
在
を
導
く
。

「
そ
の
つ
ど
事
実
的
な
身
体
性
と
性
差
は
、
�
（
中
略
（
�
事

実
的
な
現
存
在
の
共
存
在
が
、
他
の
諸
可
能
性
が
遮
断
さ
れ
、

な
い
し
閉
ざ
さ
れ
た
特
定
の
事
実
的
な
方
向
へ
ど
の
程
度
押
し

進
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
」（GA

26, 175

（。

　

ミ
カ
ル
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
こ
の
主
張
は
、

現
存
在
の
日
常
的
な
あ
り
方
や
そ
の
共
存
在
を
消
極
的
に
指
摘
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
に
あ
る
現
存
在
が
、
他
の
諸
可

能
性
が
閉
ざ
さ
れ
た
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
と
し
て
事
実
的
に
関
わ
り
合

う
こ
と
を
積
極
的
に
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
上
述
の
通
り
、

事
実
性
へ
の
被
投
的
分
散
が
「
共
存
在
一
般
」
で
あ
り
、
か
つ
、

「
身
体
」
が
主
導
す
る
組
織
化
を
通
じ
て
諸
々
の
現
存
在
が
多
様
化

さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
己
と
他
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
差
異
化
さ
れ
た
固

有
な
存
在
を
有
す
る
者
と
し
て
お
互
い
に
関
わ
る
ほ
か
な
い
か
ら
で

あ
る（

11
（

。
換
言
す
れ
ば
、
共
存
在
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
身
体
」
と
い

う
あ
る
種
の
制
約
を
通
じ
て
、
逆
に
現
事
実
的
で
多
様
な
自
己
と
他

者
の
関
係
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
二
つ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
共
存

在
は
、
メ
タ
存
在
論
的
に
見
れ
ば
、
他
の
共
現
存
在
と
の
事
実
的
な

共
存
在
へ
の
被
投
的
分
散
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
共
存
在

は
、
特
に
、「
身
体
」
が
主
導
す
る
組
織
化
の
働
き
を
通
じ
て
、
自

己
で
あ
る
現
存
在
と
他
者
で
あ
る
共
現
存
在
の
関
係
と
し
て
成
り
立

つ
。

　

し
か
し
、
筆
者
の
見
解
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
だ
け
で

も
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
身
体
」
が
主
導
す
る
組
織

化
が
な
ぜ
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
言
い
換
え
れ

ば
、
組
織
化
に
お
い
て
現
存
在
と
共
現
存
在
の
出
会
い
が
な
ぜ
可
能

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
な
け
れ
ば
、
異
質
な
も
の
相
互
の

関
係
と
し
て
ま
で
共
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
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あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
人
だ
け
で
な
く
、
ミ
カ
ル
ス
キ
ー
も
ま
た
結

局
こ
の
点
を
説
明
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
全

体
を
踏
ま
え
て
最
後
に
筆
者
は
、
本
稿
の
結
論
を
次
の
よ
う
に
集
約

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
述
べ
た
問
い
へ
応
答
す
る
。

　

本
稿
第
1
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
身
体
」
は
、
空
間
性

の
う
ち
で
存
在
者
と
の
出
会
い
を
可
能
に
す
る
と
い
う
意
味
で
根
源

的
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
稿
第
2
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、「
身
体
」
は
、
ロ
ゴ
ス
の
開
示
機
能
を
担
っ
た
接
触
と
い
う
働

き
を
通
じ
て
、
存
在
者
と
出
会
い
な
が
ら
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
即

し
て
そ
の
つ
ど
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏

ま
え
て
よ
り
厳
密
に
理
解
す
れ
ば
、「
身
体
」
が
主
導
す
る
組
織
化

と
は
、
接
触
に
よ
っ
て
存
在
者
と
出
会
い
な
が
ら
、
他
者
が
開
示
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
身
体
」

に
ロ
ゴ
ス
の
働
き
が
伴
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
つ
ど
他
者
が
そ

の
存
在
に
即
し
て
相
応
し
く
開
示
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
組
織
化
に
よ

る
自
己
と
他
者
の
現
事
実
的
な
差
異
化
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
筆
者
は
、「
身
体
」
の
開
示
機
能
と
組
織
化
と
い
う
二

つ
の
実
存
論
的
な
働
き
が
、
世
人
同
士
の
関
係
で
も
、
共
通
の
歴
史

的
・
社
会
的
背
景
を
共
有
す
る
者
同
士
の
関
係
で
も
な
い
、
そ
れ
ぞ

れ
が
固
有
で
異
質
な
自
己
と
他
者
の
共
存
在
を
可
能
に
す
る
、
と
結

論
づ
け
る
。

お
わ
り
に
―
「
身
体
」
に
基
づ
く
「
対
話
」
へ

　

さ
て
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
結
論
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
研
究
上

の
本
質
的
な
さ
ら
な
る
課
題
も
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
そ
の
課
題
と
は
、
自
己
と
他
者
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
も
含

め
た
複
数
の
現
存
在
が
お
互
い
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
現
在
告
発
さ
れ
て

い
る
「
身
体
」
を
巻
き
込
ん
だ
暴
力
現
象
に
鑑
み
れ
ば（

1（
（

、
複
数
の

異
質
な
現
存
在
が
、
一
方
で
自
己
の
身
体
的
な
存
在
に
基
づ
き
な
が

ら
も
、
他
方
で
お
互
い
の
「
身
体
」
が
置
か
れ
た
状
況
の
制
約
に
配

慮
し
、「
言
葉
（Sprache

（」
に
よ
る
「
対
話
（Gespräch

（」
の

関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
の
解
明
は
今
後
の
研
究
に
譲
る
。
し
か
し
な
が

ら
本
稿
で
は
、「
身
体
」
が
ロ
ゴ
ス
の
働
き
を
担
い
そ
の
つ
ど
他
者

を
開
示
し
て
い
く
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
複

数
的
な
対
話
の
関
係
を
構
築
し
て
い
く
た
め
の
確
か
な
可
能
性
を
開

い
た
。

　
　
　
《
注
》

（
1
（ 
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
引
用
は
、『
存
在
と
時
間
』
は
単
行
新
版

（Sein und Zeit, M
ax N

iem
eyer, 18. A

ufl., 2001

（
を
用
いSZ
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と
略
記
、
そ
の
他
の
著
作
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
全
集
（G

esam
tausgabe, 

V
ittorio K

losterm
ann, 1975ff.

（
を
用
いGA

と
略
記
し
、
そ
れ

ぞ
れ
巻
数
お
よ
び
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
併
記
し
本
文
と
注
で
出

典
を
記
す
。
引
用
文
中
の
強
調
点
と
〔 

〕
を
用
い
た
補
足
は
筆
者

に
よ
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
考
察
の
方
法
上
、
一
九
二
三
年
よ
り
前

を
「
初
期
」、
二
三
年
か
ら
三
〇
年
ま
で
を
「
前
期
」、
三
一
年
か
ら

四
五
年
ま
で
を
「
中
期
」、
四
六
年
以
降
を
「
後
期
」
と
設
定
す
る
。

（
2
（ 

本
稿
は
、
筆
者
の
課
程
博
士
論
文
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』

に
お
け
る
〈
対
話
的
な
場
〉
の
究
明
―
「
身
体
」・「
語
り
」・「
倫

理
」
の
統
一
的
解
釈
」（
二
〇
二
〇
年
三
月
（
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、

法
政
哲
学
会
第
三
九
回
大
会
で
の
発
表
原
稿
を
加
筆
・
修
正
し
た
も

の
で
あ
る
。
特
に
参
照
が
必
要
な
場
合
に
は
、
拙
論
や
関
連
文
献
を

注
で
指
示
す
る
。

（
3
（ Cf. D

. Franck, H
eidegger et le problèm

e de l’espace, les 
É

ditions de M
inuit, 1986; H

. Schm
itz, D

er L
eib, D

e 
Gruyter, 2011. 

Ｊ = 

Ｌ
・
ナ
ン
シ
ー
（
大
西
雅
一
郎
訳
（『
共
同

―
体
』
松
籟
社
、
一
九
九
六
年
参
照
。

（
4
（ M

. M
ichalski, Frem

dw
ahrnehm

ung und M
itsein. Zur 

G
rundlegung der Sozialphilosophie im

 D
enken M

ax 
Schelers und M

artin H
eideggers, Bouvier V

erlag, 1997, S. 
238.

（
1
（ 

「
身
体
」
を
め
ぐ
る
前
期
思
想
と
後
期
思
想
の
関
連
は
別
稿
で
論

じ
る
。

（
6
（ 

ハ
イ
デ
ガ
ー
身
体
論
の
解
釈
史
に
つ
い
て
『
存
在
と
時
間
』
解
釈

を
中
心
に
一
瞥
し
て
お
く
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
解
釈
史
は
二

つ
の
立
場
に
大
別
で
き
る
。
第
一
の
立
場
は
、
先
述
の
ナ
ン
シ
ー
ら

の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
か
ら
独
自
の
身
体
論
を
構
築
す
る

立
場
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ミ
カ
ル
ス
キ
ー
を
嚆
矢
と
す
る
第

二
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
現
存
在
の
空
間
性
と
不
可
分
に

「
身
体
」
を
解
釈
す
る
Ｃ
・
ラ
ー
ゲ
マ
ン
な
ど
の
近
年
の
研
究
に
顕

著
な
立
場
で
あ
る
。
な
か
で
も
Ｐ
・
バ
ウ
ア
ー
の
研
究
は
、
本
論
で

後
述
す
る
通
り
「
身
体
」
が
有
す
る
ロ
ゴ
ス
の
働
き
へ
着
眼
す
る
点

で
事
柄
的
に
も
新
し
い
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
意
義
と
制
限
を
踏
ま

え
て
自
己
と
他
者
の
共
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。Cf. C. Lagem

ann, 
Zur Räum

lichkeit der Gefühle. Befindlichkeit und Leb-
ensw

elt bei H
eidegger, in: M

. Großheim
, A

. K
. H

ild, C. La-
gem

ann, N
. T

rčka 

（H
rsg.

（, Leib, O
rt, G

efühl. Perspek︲
tiven der räum

lichen E
rfahrung, V

erlag K
arl A

lber, 2015, 
S. 133 -151; P. Baur, Phänom

enologie der G
ebärden. Leib︲

lichkeit und Sprache bei H
eidegger, V

erlag K
arl A

lber, 
2013.

（
7
（ 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
論
第
2
章
、
ま
た
Ｌ
・
ア
ル
ワ
イ
ス

の
解
釈
も
参
照
。Cf. L. A

lw
eiss, T

he w
orld unclaim

ed. A
 

challenge to H
eidegger’s critique of H

usserl, O
hio U

niver-
sity Press, 2003, p. 122. 

（
工
藤
和
男
・
中
村
拓
也
訳
『
フ
ッ
サ
ー

ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
五
四
頁
参
照
。（

（
8
（ A

lw
eiss, op. cit. p. 124. （

前
掲
訳
書
、
一
五
六
頁
。（

（
9
（ 

筆
者
の
見
解
で
は
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
身
体
」
の
実
存
論

的
で
空
間
的
な
性
格
を
強
調
す
る
た
め
に
「
身
体
性0

」
の
語
を
用
い

て
い
る
。
た
だ
し
彼
自
身
は
、「
身
体
」
と
身
体
性
を
明
確
に
使
い

分
け
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
二
つ
の
語
が
混
同
さ
れ
る
な
か
で
現
存
在

の
身
体
的
な
あ
り
方
に
言
及
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
身
体
性
の
語
に

よ
っ
て
実
存
論
的
に
理
解
さ
れ
た
「
身
体
」
が
指
示
さ
れ
る
点
に
鑑

み
て
「
身
体
」
の
語
で
統
一
し
て
解
釈
す
る
。
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eideg︲
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ialog m
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edard Boss, Böhlau V

erlag, 2003, S. 
106. 
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（ H

üni, ibid.

（
12
（ V

gl. Baur, a. a. o. S. 146ff.

（
13
（ V

gl. Baur, ibid. 140.

（
14
（ 

メ
タ
存
在
論
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
論
第
1
章
と
第
4
章
参
照
。

（
15
（ 

本
稿
で
は
、
了
解
や
企
投
に
先
行
し
て
そ
も
そ
も

0

0

0

0

自
分
と
何
か
が

存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
性
の
根
本
性
格
を
よ
り
精
確
に
捉
え
る

た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
「
事
実
的
（faktisch

（」
を
「
現
事
実

的
」、「
事
実
性
（Faktizität

（」
を
「
現
事
実
性
」
と
強
調
す
る
。

（
16
（ 

現
事
実
的
な
存
在
者
を
問
う
必
然
性
が
基
礎
存
在
論
の
う
ち
で
す

で
に
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（V

gl. SZ, 436f.

（。

前
掲
拙
論
第
1
章
と
第
4
章
参
照
。

（
17
（ 

『
存
在
と
時
間
』
を
含
む
分
散
の
理
解
は
前
掲
拙
論
第
4
章
参
照
。

（
18
（ V

gl. M
ichalski, a. a. O

. S. 236f., 239.

（
19
（ M

ichalski, ibid. S. 239.

（
20
（ V

gl. M
ichalski, ibid. S. 238f.

（
21
（ V

gl. M
. Staudigl, Phänom

enologie der G
ew

alt, Springer, 
2015. 
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と
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た
め
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き
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政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
年
、
序
論
参
照
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