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は
じ
め
に

　―『「
い
き
」
の
構
造
』
の
存
在
論
が
な
ぜ
課
題
と
な
る
の
か
―

　九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
│
一
九
四
一
）
が
『「
い
き
」
の
構
造
』
を
出

版
し
た
の
は
一
九
三
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。『「
い
き
」
の
構
造
』
の
辞
書

的
な
紹
介
を
行
う
と
す
れ
ば
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
習
得
し
た
当
時
の
最
新

の
哲
学
を
用
い
て
伝
統
的
な
日
本
的
感
性
で
あ
る
「
い
き
」
の
構
造
を
明

ら
か
に
し
た
九
鬼
周
造
最
大
の
ヒ
ッ
ト
作
」
と
な
る
だ
ろ
う
。『「
い
き
」

の
構
造
』
で
用
い
ら
れ
た
文
化
的
な
概
念
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
方
法
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
模
範
と
す
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
土
井
健
郎
の
『「
甘
え
」
の
構
造
）
1
（

』
の
よ
う
に
、『「
○
○
」

の
構
造
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
脈
々
と
出
版
さ

れ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
『「
○
○
」
の
構
造
』
が
『「
い
き
」
の
構
造
』

の
ス
タ
イ
ル
を
必
ず
し
も
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『「
い
き
」

の
構
造
』
の
分
析
方
法
を
評
価
す
る
人
が
多
く
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
九
鬼
が
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
用
い
た
方
法
を
支
え

る
哲
学
的
な
基
礎
、
つ
ま
り
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
存
在
論
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
筆
者
に
は
こ
れ
ま
で
十
分
に

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　『「
い
き
」
の
構
造
』
が
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
一
八
八
九
│
一

九
七
六
）
の
解
釈
学
的
現
象
学
の
影
響
下
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い

く
つ
も
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
い
る）

2
（

。
先
行
研
究
は
、
九
鬼
は
当
初
は

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
ベ
ー
ス
に
し
て
本
質
直
観
に
よ
る
「
い
き
」
の
分

析
を
試
み
て
い
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象
学
を
知
っ
た
の
ち

に
、
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（
一
八
五
九
│
一
九
三
八
）
の
現
象
学

に
由
来
す
る
「
本
質
」
を
す
べ
て
別
の
語
に
置
き
換
え
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

傾
倒
し
た
議
論
を
行
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
先
行
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
九

鬼
の
思
索
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
す
べ
て

〈
研
究
論
文
４
〉

織

　田

　和

　明

　

　構
造
を
闡
明
し
、
存
在
を
把
握
す
る

│
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
存
在
論

│
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（
一
、
三
）

『「
い
き
」
の
構
造
』
の
目
的
は
「
生
き
た
哲
学
」
に
よ
っ
て
現
実
／
体
験

を
把
握
／
理
解
し
、
論
理
的
に
言
表
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
、
民
族
に
独
自
な
「
生
き
方
」
で
あ
り
、
既
知
の
現
象
で

あ
る
「
い
き
」
を
研
究
し
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
が
『「
い

き
」
の
構
造
』
の
基
本
方
針
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
方
針
を
九

鬼
は
定
め
た
の
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
一

　序
説
」
の
冒
頭

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
意
味
の
存
在
問
題
」
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　「一

　序
説
」
で
は
「
い
き
」
の
ス
テ
ー
タ
ス
が
追
加
さ
れ
、
そ
れ
は

「
現
象
」
だ
け
で
は
な
く
「
存
在
」
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
序

説
で
は
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
問
い
が
「
先
ず
我
々

は
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
「
い
き
」
の
構
造
を
闡
明
し
、「
い
き
」
の

存
在
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か）

3
（

。」
と
言
い
換
え
ら
れ
、

「
意
味
の
存
在
問
題
」
が
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
九
鬼
は
「
我
々

に
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
「
我
々
」
で
あ
る
。
ま
た
我
々
の
綜

合
と
考
え
ら
れ
る
「
民
族
」
で
あ
る）

4
（

。」
と
し
て
、
直
接
与
件
に
「
我
々
」

／「
民
族
」
の
共
同
体
を
据
え
る
。
そ
し
て
、
民
族
に
と
っ
て
核
心
的
な

存
在
様
態
は
「
意
味
」
と
し
て
現
れ
、「
言
語
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と

九
鬼
は
主
張
す
る
。「
意
味
」
そ
し
て
「
言
語
」
は
民
族
の
歴
史
の
表
現

で
あ
り
、
民
族
の
「
意
識
的
存
在
」
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
い
き
」
は
意
味
を
構
成
し
て
い
て
、
言
語
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
「
い
き
」
は
歴
史
を
担
っ
て
い
る
「
我
々
」＝
民
族
の
存
在
様
態

を
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『「
い
き
」
の
構
造
』
に
は
、
先
行

研
究
が
提
示
し
た
構
図
よ
り
も
も
う
一
段
奥
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　本

論
文
で
は
『「
い
き
」
の
構
造
』
と
そ
の
準
備
稿
で
あ
る
「「
い
き
」

の
本
質
」
の
分
析
を
通
じ
て
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
存
在
論
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
を
基
に
『「
い
き
」
の
構
造
』
以
降
の
九
鬼

の
哲
学
の
存
在
論
の
深
化
の
道
筋
を
示
す
。
ま
ず
次
節
で
は
『「
い
き
」

の
構
造
』
の
存
在
論
の
概
略
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一

　『「
い
き
」
の
構
造
』
の
存
在
論

　
　
　―「
意
味
の
存
在
問
題
」―

　『「
い
き
」
の
構
造
』
の
「
序
」
は
、
ご
く
短
い
文
章
で
あ
る
が
、『「
い

き
」
の
構
造
』
に
お
け
る
九
鬼
の
哲
学
的
な
立
ち
位
置
を
は
っ
き
り
と
示

し
て
い
る
。

　こ
の
書
は
雑
誌
『
思
想
』
第
九
十
二
号
お
よ
び
第
九
十
三
号
（
昭

和
五
年
一
月
号
お
よ
び
二
月
号
）
所
載
の
論
文
に
修
補
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。

　生
き
た
哲
学
は
現
実
を
理
解
し
得
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

我
々
は
「
い
き
」
と
い
う
現
象
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
然
ら

ば
こ
の
現
象
は
如
何
な
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
。「
い
き
」
と
は

畢
竟
わ
が
民
族
に
独
自
な
「
生
き
」
か
た
の
一
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

現
実
を
有
り
の
儘
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
ま
た
、
味
得
さ
る
べ
き
体

験
を
論
理
的
に
言
表
す
る
こ
と
が
、
こ
の
書
の
追
う
課
題
で
あ
る
。
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学
」（
一
九
二
四
）
5
（

）
の
分
析
を
通
じ
て
確
認
し
た
い
。

二

　『「
い
き
」
の
構
造
』
の
形
成

　
　
　―
ハ
イ
デ
ガ
ー
・
田
辺
元
・
九
鬼
周
造
―

　『九
鬼
周
造
全
集
』
第
一
巻
の
解
題
に
よ
る
と
、『
九
鬼
周
造
全
集

　第

一
巻
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「「
い
き
」
の
本
質
」
は
数
次
に
わ
た
る
推

敲
を
経
た
準
備
稿
の
最
終
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
も
当
初
は

「「
い
き
」
の
意
義
」、
次
に
「「
い
き
」
に
就
て
」
そ
し
て
「「
い
き
」
の

本
質
」
と
変
更
を
重
ね
て
い
て
、
九
鬼
の
試
行
錯
誤
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
全
集
に
収
録
さ
れ
た
「「
い
き
」
の
本
質
」
は
「
本
質
」
と
は
冠
し

て
い
る
も
の
の
、「
本
質
直
観
」
に
批
判
的
な
記
述
も
含
ん
で
い
る
の
で
、

た
だ
「
本
質
」
の
解
明
に
徹
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
混
乱
は
本

質
を
「
抽
象
的
で
普
遍
的
な
概
念
」
と
「
具
体
的
で
個
別
的
な
事
象
の
核

心
的
意
味
」
の
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
最
終

的
に
は
本
質
は
前
者
の
意
味
に
収
れ
ん
し
、
後
者
は
『「
い
き
」
の
構
造
』

で
は
別
の
語
に
言
い
換
え
ら
れ
る）

6
（

。「「
い
き
」
の
本
質
」
と
『「
い
き
」

の
構
造
』
は
、
も
ち
ろ
ん
両
者
の
間
に
は
大
き
な
差
異
も
あ
る
の
だ
が
、

「
本
質
」
の
二
つ
の
意
味
に
注
意
し
な
が
ら
読
む
な
ら
ば
、
本
論
文
で
問

題
と
す
る
存
在
論
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
骨
組
み
は
お
お
よ
そ
完

成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「「
い
き
」
の
本
質
」
の
冒
頭
を
見
て
み
よ

う
。

　民
族
の
特
殊
の
存
在
様
相
は
、
其
民
族
に
と
っ
て
本
質
的
の
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
「
意
味
」
と
し
て
の
客
観
性
を
示
す
も

の
表
現
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
「
い
き
」
の
構
造
を
闡
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、「
我
々
」
の
味
得
さ
る
べ
き
体
験
を
論
理
的
に
言
表
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
九
鬼
は
結
論
す
る
。
こ
の
「
意
味
の
存
在
問
題
」
へ
の
解
答
を

基
礎
に
、
文
化
史
的
資
料
に
基
づ
い
て
「
い
き
」
の
内
包
的
構
造
、「
い
き
」

の
外
延
的
構
造
、「
い
き
」
の
自
然
的
表
現
、「
い
き
」
の
芸
術
的
表
現
、

を
分
析
し
、「
い
き
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
「
我
々
」
の
「
現
実
」
を

論
理
的
に
言
表
し
た
の
が
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
あ
る
。
以
下
の
『「
い

き
」
の
構
造
』
の
「
一

　序
説
」
か
ら
の
引
用
が
端
的
に
九
鬼
の
立
場
を

示
し
て
い
る
。

即
ち
「
い
き
」
を
単
に
種
概
念
と
し
て
取
扱
っ
て
、
そ
れ
を
包
括
す

る
類
概
念
の
抽
象
的
普
遍
を
向
観
す
る
「
本
質
直
観
」
を
索
め
て
は

な
ら
な
い
。
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
の
理
解
は
、
具
体
的
な
、

事
実
的
な
、
特
殊
な
「
存
在
会
得
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々

は
「
い
き
」
のessentia

を
問
う
前
に
、
先
ず
「
い
き
」
のexis-

tentia

を
問
う
べ
き
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
云
え
ば
「
い
き
」
の
研

究
は
「
形
相
的
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
解
釈
的
」
で
あ
る
べ

き
筈
で
あ
る
。（
一
、
一
三
│
一
四
）

こ
こ
に
「
体
験
が
表
現
さ
れ
た
も
の
を
理
解
す
る
」
と
い
う
解
釈
学
の
基

本
枠
組
み
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
行
研
究
の
指
摘
す
る

よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
が
確
か
に
あ
る
。

　次
に
九
鬼
の
存
在
論
の
形
成
過
程
を
、
そ
の
準
備
稿
で
あ
る
『「
い
き
」

の
本
質
』、
九
鬼
が
参
照
し
て
い
る
田
辺
元
（
一
八
八
五
│
一
九
六
二
）

の
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向

―
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
現
象
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デ
ッ
ガ
ー
の
生
の
現
象
学

―
」
へ
の
参
照
が
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
論
文
は
ド
イ
ツ
に
留
学
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
九
二
三
年
夏

学
期
講
義
「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー（
事
実
性
の
解
釈
学
）
7
（

）」
を
受
講
し
た
田
辺
が
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
を
現
象
学
の
新
展
開
と
し
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
田
辺
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
日
本
に
初
め
て
紹
介
し

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
紹
介
し
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
田
辺
流
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
理
解
と
、
そ
の
新
し

さ
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
工
夫
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　田
辺
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
新
カ
ン
ト
派
と
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
批
判
的

に
継
承
す
る
哲
学
者
と
し
て
紹
介
す
る
。
ま
ず
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
代
表
さ
れ

る
「
先
験
形
式
主
義
」
の
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
は
そ
の
超
越
論
的
な
性
格

ゆ
え
に
「
現
実
」
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
生
の
哲
学
」
へ
の
欲
求

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
一
方
の
フ
ッ
サ

ー
ル
現
象
学
に
関
し
て
は
、
新
カ
ン
ト
派
と
比
べ
る
と
具
体
性
を
捉
え
る

と
い
う
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
が
、
対
象
に
対
す
る
主
体
の
関
わ
り
方

を
度
外
視
し
て
可
能
的
に
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
普
遍
な
本
質
を
論
じ
る
た
め

具
体
的
な
生
活
を
捉
え
る
「
生
の
哲
学
」
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、

そ
し
て
意
識
を
固
定
さ
れ
た
対
象
と
み
な
し
て
い
る
た
め
に
意
識
が
対
象

と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
く
そ
の
動
的
性
格
を
捉
え
て
い
な

い
、
と
評
価
す
る
。
そ
し
て
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
乗
り
越
え
る
人

物
と
し
て
田
辺
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
紹
介
す
る）

8
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
可
能
的
な

あ
ら
ゆ
る
意
識
の
本
質
で
は
な
く
、
現
実
に
存
在
す
る
事
実
と
関
わ
る
意

識
を
把
握
す
る
現
象
学
を
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
と
し
て
提
唱
す
る
。
こ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
一
定
の
意
味
は
言
語
の
中
媒
に
由
っ
て
自
己

を
表
現
す
る
。
そ
れ
故
に
一
の
具
体
的
意
味
乃
至
言
語
は
一
民
族
の

過
去
及
び
現
在
の
存
在
様
相
即
ち
特
殊
の
文
化
形
象
を
具
有
す
る
歴

史
の
自
己
表
明
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
意
味
及
言
語
と
民
族
の
意

識
的
存
在
と
の
関
係
は
前
者
が
集
合
し
て
後
者
を
形
成
す
る
の
で
は

な
く
て
、
民
族
の
生
き
た
存
在
が
意
味
及
言
語
を
創
造
す
る
の
で
あ

る
〔
田
辺
元
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
参
照
〕。（
一
、
八
九
）

こ
こ
で
示
さ
れ
る
議
論
は
先
に
紹
介
し
た
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
「
意

味
の
存
在
問
題
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
『「
い
き
」

の
構
造
』
で
は
「
本
質
的
」
が
「
核
心
的
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
「
本
質
」
は
「
具
体
的
で
個
別
的
な
事
象
の
核
心
的
意
味
」
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
言
い
換
え
は
存
在
論
の
仕
組
み
に
影
響
を
与
え
て
は
い
な

い
。
九
鬼
は
「「
い
き
」
の
本
質
」
を
一
九
二
六
年
一
二
月
に
パ
リ
で
書

き
上
げ
て
い
る
の
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
一
九
二
七
年
に
『
存
在
と
時
間
』

を
出
版
す
る
以
前
で
あ
り
、
九
鬼
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
哲
学
を
学
ぶ
以
前

で
あ
る
。
当
時
の
九
鬼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
と
は
既
に
知
っ
て
い
た
よ
う

だ
が
、
後
年
の
よ
う
に
そ
の
哲
学
に
精
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。『「
い
き
」
の
構
造
』
の
哲
学
的
基
礎
は
『
存
在
と
時
間
』
が
出

版
さ
れ
る
よ
り
も
前
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
九
鬼
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
哲
学
を

学
ぶ
以
前
に
、
お
お
む
ね
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
で
は
な
ぜ
私
た

ち
は
『「
い
き
」
の
構
造
』
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。

　注
目
す
べ
き
は
田
辺
元
の
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向

―
ハ
イ
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確
認
し
て
み
よ
う
。

意
識
の
一
般
的
本
質
は
志
向
性
に
あ
る
。
今
意
識
の
或
種
の
作
用
、

又
は
諸
種
の
作
用
の
相
結
合
し
て
成
立
せ
し
め
る
志
向
の
本
質
的
構

造
を
明
に
す
る
に
は
、
一
定
の
時
一
定
の
対
象
に
制
約
せ
ら
れ
た
事

実
性
を
想
像
に
由
っ
て
自
由
に
変
更
し
、
可
能
の
立
場
に
於
て
普
遍

な
る
本
質
を
観
照
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場

で
あ
る）
10
（

。

　実
は
田
辺
は
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
に
お
い
て
「
構
造
」

を
主
に
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
説
明
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
前
記
の
引

用
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」

の
ほ
と
ん
ど
の
用
例
に
お
い
て
同
様
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
現
象

学
の
説
明
に
「
構
造
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
田
辺
は
可
能
的
に

あ
ら
ゆ
る
意
識
に
普
遍
な
本
質
の
組
み
立
て
と
い
う
意
味
で
「
構
造
」
を

用
い
て
い
る）
11
（

。
そ
し
て
実
は
、
九
鬼
に
お
い
て
も
「
構
造
」
は
「
本
質
の

構
造
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、『「
い

き
」
の
構
造
』
で
は
な
く
、
一
九
三
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
風
流
に
関
す

る
一
考
察
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

語
原
か
ら
言
う
と
風
声
品
流
の
能
く
一
世
を
擅
に
す
る
の
を
風
流
と

い
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
来
歴
は
別
と
し
て
、

風
流
の
本
質
構
造
に
は
「
風
の
流
れ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
四
、
六
〇
、
傍
線
引
用
者
）

風
流
の
産
む
美
的
価
値
の
本
質（

原
文
マ
マ
）

的
構
造
は
三
組
の
対
立
関
係
に
還
元

さ
れ
る
。（
四
、
六
九
、
傍
線
引
用
者
）

の
現
実
存
在
（D

asein

）
9
（

）
と
関
わ
る
意
識
は
主
観
と
対
象
の
閉
じ
た
関
係

で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
存
在
は
公
共
圏
を
持
ち
、
そ
れ
を
通
じ

て
諸
主
観
は
相
互
に
意
識
を
共
有
す
る
。
こ
の
現
実
存
在
の
公
共
圏
に
お

け
る
具
体
的
な
表
現
を
解
釈
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
こ
そ
が
最
も
具

体
的
な
学
と
し
て
の
哲
学
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
題
点
を
克
服
し
、

我
々
の
現
実
を
捉
え
る
「
生
の
哲
学
」
で
あ
る
と
田
辺
は
評
価
す
る
。

　九
鬼
が
「「
い
き
」
の
本
質
」
と
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
行
っ
て
い
る

こ
と
は
現
実
存
在
の
公
共
圏
に
お
け
る
具
体
的
な
表
現
と
し
て
「
い
き
」

を
認
め
、
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「「
い
き
」
の
本
質
」
は

本
質
と
い
う
語
の
使
用
に
混
乱
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
田
辺
論
文
の
影
響
に

よ
っ
て
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
へ
と
転
向
し
つ
つ
あ
る
段
階
の
草
稿
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
九
鬼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
を
受

け
て
執
筆
さ
れ
た
田
辺
元
の
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
に
影
響

を
受
け
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
普
遍
的
な
形
相
の
本
質
直
観
を
試
み
る
立

場
を
批
判
し
、
具
体
的
な
事
実
の
分
析
に
よ
る
現
実
の
理
解
を
試
み
る
事

実
性
の
解
釈
学
を
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
哲
学
的
基
礎
と
し
て
い
る
。

三

　「構
造
」
の
存
在
論
―
紛
れ
込
む
「
本
質
」―

　こ
の
よ
う
に
九
鬼
は
抽
象
的
な
概
念
を
本
質
直
観
す
る
の
で
は
な
く
、

具
体
的
な
事
実
を
解
釈
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、
そ
の
現
象
の
「
構
造
」
を
闡
明
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
で
は
そ
の
「
構
造
」
の
存
在
論
的
な
位
置
づ
け
は
何
か
。
ま
ず
は

九
鬼
に
最
も
影
響
を
与
え
た
田
邊
論
文
に
お
け
る
「
構
造
」
の
使
用
法
を
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信
念
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
概
念
と
し
て
の
本
質
を
「
構
造
」
に
託
し
て

密
か
に
導
入
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
事
実
の
解
釈
は
、
そ
の

意
味
体
験
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
れ
は
諸
事
実
を
抽
象
し
た
概

念
に
分
析
す
る
こ
と
で
し
か
な
く
、
学
問
が
ロ
ゴ
ス
の
領
分
に
あ
る
限

り
、
具
体
的
な
体
験
の
十
全
な
記
述
に
は
届
か
な
い
。
こ
れ
が
『「
い
き
」

の
構
造
』
で
示
さ
れ
た
結
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
『「
い
き
」
の
構
造
』

は
ロ
ゴ
ス
の
学
問
と
具
体
的
な
生
き
た
哲
学
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る

と
評
価
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

　九
鬼
周
造
の
「
生
の
哲
学
」

　
　
　―『「
い
き
」
の
構
造
』
か
ら
偶
然
性
の
哲
学
へ
―

　九
鬼
は
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
「
本
質
構
造
」
と
明
記
し
て

い
る
。
そ
し
て
筆
者
に
は
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
の
九
鬼
が
そ
れ
を

問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
『「
い
き
」
の

構
造
』
と
の
違
い
は
何
な
の
か
。
鍵
と
な
る
の
は
両
者
の
間
の
七
年
で
九

鬼
が
偶
然
性
の
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　『「
い
き
」
の
構
造
』
で
九
鬼
は
、
体
験
を
言
語
化
し
て
表
現
し
、
概
念

と
し
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
に
は
分
析
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
個

別
的
な
具
体
が
あ
っ
た
。
九
鬼
は
こ
の
普
遍
性
を
持
ち
え
な
い
個
々
の
事

象
の
掬
い
上
げ
を
、
偶
然
性
論
の
課
題
と
し
た
。
そ
の
時
に
は
ナ
イ
ー
ブ

に
「
我
々
」
が
自
明
な
直
接
与
件
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
偶

然
性
の
問
題
』
に
お
け
る
議
論
の
起
点
は
個
人
の
「
我
」
と
な
り
、
民
族

の
文
化
よ
り
も
む
し
ろ
、
個
人
の
出
来
事
に
着
目
す
る
よ
う
に
な
る
。
し

「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
と
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
出
版
の
間
に
は
七

年
の
開
き
が
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
分
析
方
法
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
構
造
」
も
「
本

質
構
造
」
で
あ
る
と
、
少
な
く
と
も
一
九
三
七
年
の
九
鬼
は
認
め
る
だ
ろ

う
し
、
私
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
読
み
解
く
し
か
な
い
。
九
鬼
は
公
共
圏
に

お
い
て
成
立
し
て
い
る
民
族
に
共
有
さ
れ
た
意
識
現
象
の
本
質
の
組
み
立

て
と
い
う
意
味
で
「
構
造
」
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
退
け
た
は
ず
の
類

的
な
抽
象
的
普
遍
で
あ
る
と
こ
ろ
の
概
念
と
し
て
の
「
本
質
」
の
密
か
な

導
入
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
、『「
い
き
」
の
構
造
』
を
執
筆
す
る

九
鬼
も
完
全
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
い
き
」
は
個
々
の
概
念
契
機
に
分
析
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
逆

に
、
分
析
さ
れ
た
個
々
の
概
念
契
機
を
も
っ
て
「
い
き
」
の
存
在
を

構
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
媚
態
」
と
い
い
、「
意
気
地
」
と
い

い
、「
諦
め
」
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
「
い
き
」
の
部
分
で
は

な
く
て
契
機
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
に
概
念
的
契
機
の
集
合
と
し
て

の
「
い
き
」
と
、
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
と
の
間
に
は
、
越

え
る
こ
と
の
出
来
な
い
間
隙
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
い
き
」
の

論
理
的
言
表
の
潜
勢
性
と
現
勢
性
と
の
間
に
は
截
然
た
る
区
別
が
あ

る
。
我
々
が
分
析
に
よ
っ
て
得
た
幾
つ
か
の
抽
象
的
概
念
契
機
を
結

合
し
て
「
い
き
」
の
存
在
を
構
成
し
得
る
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
既

に
意
味
体
験
と
し
て
の
「
い
き
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
一
、
七
三
│
七
四
）

九
鬼
に
は
学
問
は
論
理
的
言
表
、
つ
ま
り
ロ
ゴ
ス
の
領
分
で
あ
る
と
い
う
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あ
れ
ば
、
そ
の
個
物
は
強
い
存
在
者
で
あ
り
、
概
念
化
に
よ
っ
て
掬
い
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
を
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
概
念
か
ら
取
り
こ
ぼ
さ
れ
て
も
、
そ
の
意
味
体
験
は
認
め
ら
れ
る
。

一
方
個
物
に
本
質
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
儚
く
壊
れ
去
り
、
忘

却
さ
れ
る
し
か
な
い）
12
（

。
そ
れ
を
維
持
す
る
に
は
概
念
化
等
に
よ
っ
て
必
然

性
へ
と
向
か
う
し
か
な
い
。
九
鬼
の
偶
然
性
論
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の

一
つ
は
個
物
の
脆
さ
を
正
視
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
九
鬼
は
脆
く
壊
れ
や

す
い
偶
然
性
を
思
考
の
対
象
と
し
、「
無
の
深
淵
の
上
に
壊
れ
易
い
仮
小

屋
を
建
て
て
住
ん
で
い
る
人
間
た
ち）
13
（

」
の
実
存
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
れ

ゆ
え
偶
然
的
な
個
物
の
脆
さ
と
、
そ
れ
を
固
定
・
普
遍
化
し
、
永
ら
え
さ

せ
る
必
然
性
の
両
方
の
意
義
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
孤
立
し
た
個
体
は
ロ

ゴ
ス
に
よ
っ
て
概
念
や
本
質
を
仮
構
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仮
初
め
の
普

遍
性
を
得
て
外
部
と
の
つ
な
が
り
を
結
ん
で
い
く
。
九
鬼
は
個
体
、
あ
る

い
は
偶
然
性
の
優
位
を
断
固
と
し
て
主
張
す
る
が
、
そ
の
上
で
可
塑
的
な

必
然
性
を
形
成
す
る
必
要
も
認
め
る
。『
偶
然
性
の
哲
学
』
で
偶
然
性
の

あ
り
方
を
論
じ
た
先
に
「
邂
逅
」
が
提
示
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

結
論
―
構
造
を
闡
明
し
、
存
在
を
把
握
す
る
―

　第
一
節
で
は
九
鬼
が
「
具
体
的
な
体
験
」
を
捉
え
る
た
め
に
、「
我
々
」

の
核
心
的
意
味
が
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
「
い
き
」
を

分
析
す
る
と
い
う
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
最
も
基
本
的
な
存
在
論
を
確

認
し
た
。

　第
二
節
で
は
九
鬼
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
を
田
辺
が

か
し
こ
れ
が
直
ち
に
概
念
の
否
定
に
つ
な
が
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
風

流
の
本
質
構
造
を
分
析
す
る
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
が
執
筆
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
九
鬼
が
模
索
す
る
の
は
個
物
の
此

性
を
殺
さ
ず
に
動
的
な
概
念
を
形
成
す
る
方
法
で
あ
る
。

　こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
偶
然
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
て
九
鬼
が
具
体

的
な
個
物
の
存
在
論
的
強
度
を
下
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
は
「「
い
き
」

の
本
質
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
個
人
の
特
殊
の
体
験
と
同
様
に
、
民
族
の
特
殊
の
体
験

は
そ
れ
が
具
体
的
の
概
念
の
中
に
実
体
化
さ
れ
て
居
る
場
合
に
も
概

念
の
分
析
に
由
っ
て
は
残
余
な
き
迄
完
全
に
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
分
析
に
由
っ
て
完
全
に
把
捉
さ
れ
得
る
も
の
はeído V

で
あ

る
。
体
験
の
本
質
をo u ,s

ía

と
見
る
場
合
に
そ
は
直
観
に
由
っ
て

の
み
十
全
に
目
撃
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
逆
説
の
よ
う
で
は
あ
る
が

直
観
に
由
っ
て
の
み
本
質
を
把
捉
さ
る
る
概
念
が
あ
る
こ
と
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹇E. H
usserl, Ideation, aus den Versuchungen 

über, „ Phänom
enologische Psychologie“, 1925, S.23

﹈。（
一
、
一

〇
二
―
一
〇
三
）

「「
い
き
」
の
本
質
」
と
『「
い
き
」
の
構
造
』
で
は
具
体
的
な
体
験
が
核

心
的
意
味
と
し
て
の
本
質
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
具
体
的
な
体
験
は
そ

れ
自
身
の
う
ち
に
十
分
な
根
拠
を
持
っ
た
必
然
的
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て

偶
然
性
論
に
お
い
て
は
個
々
の
事
象
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
は
十
分
な

根
拠
を
持
た
な
い
偶
然
的
存
在
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
九
鬼
の
哲

学
に
と
っ
て
大
き
な
変
更
で
あ
る
。
個
体
に
核
心
的
意
味
を
認
め
る
の
で
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事
同
士
を
邂
逅
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
化
史
研
究
の
一
つ
の

型
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
人
々
の
共
通
理
解
と
な
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

と
し
て
の
公
共
圏
の
解
明
で
あ
る
。『「
い
き
」
の
構
造
』
は
文
化
史
研
究

の
成
果
と
し
て
は
古
典
で
こ
そ
あ
れ
、
や
は
り
新
し
い
研
究
に
よ
っ
て
更

新
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
し）
14
（

、
存
在
論
と
し
て
も
無
の
深
淵
を
露
に
す
る
偶

然
性
論
の
深
み
に
は
及
ば
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
個
を
ま
と
め
、
プ
ラ
ッ

ト
ホ
ー
ム
を
提
示
す
る
、
そ
の
鮮
や
か
な
筆
さ
ば
き
で
も
っ
て
、
私
た
ち

を
魅
せ
続
け
る
の
で
あ
る
。

九
鬼
周
造
の
テ
キ
ス
ト
は
全
集
か
ら
引
用
し
た
。

九
鬼
周
造
『
九
鬼
周
造
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
│
一
九
八
二
年
。

引
用
に
付
し
た
記
号
は
（
巻
数
、
頁
数
）
を
示
す
。
例
え
ば
（
一
、
三
）
は
第
一
巻
の

三
頁
を
指
す
。
旧
字
体
、
旧
仮
名
遣
い
は
適
宜
改
め
て
い
る
。

　（1
）
土
井
健
郎
『「
甘
え
」
の
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
七
一
年
。

　（2
）
高
田
珠
樹
「『「
い
き
」
の
構
造
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」『
大
阪
外
国
語
大
学
学
報
』

文
化
編
第
六
五
号
、
大
阪
外
国
語
大
学
、
一
九
八
四
年
、
二
九
―
五
七
頁
。

藤
田
正
勝
「
解
説

―『「
い
き
」
の
構
造
』
を
め
ぐ
っ
て
」
九
鬼
周
造
（
全
注
釈
：

藤
田
正
勝
）『「
い
き
」
の
構
造
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
九
―
一
八
七
頁
。

藤
田
正
勝
『
九
鬼
周
造
：
理
知
と
情
熱
の
は
ざ
ま
に
立
つ
〈
こ
と
ば
〉
の
哲
学
』

講
談
社
、
二
〇
一
六
年
、
六
五
│
一
〇
四
頁
。

松
本
直
樹
「
運
動
の
享
受
：
九
鬼
周
造
『「
い
き
」
の
構
造
』
に
お
け
る
恋
愛
論
」

『
宗
教
学
研
究
室
紀
要
』
第
六
号
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
宗
教
学
専
修
、
二
〇

〇
九
年
、
二
四
│
五
三
頁
。

山
本
與
志
隆
「
九
鬼
周
造
の
思
想
形
成
へ
の
現
象
学
の
関
わ
り
」『
愛
媛
大
学
法

文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
』
第
二
八
号
、
愛
媛
大
学
法
文
学
部
、
二
〇
一
〇
年
、

一
八
五
―
二
〇
二
頁
な
ど
。

　（3
）
（
一
、
七
）

紹
介
し
た
論
文
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
を
基
礎
に
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
た
め
本
質
直
観
で
は
な
く
、
具
体
的
な
体
験
を

明
ら
か
に
す
る
「
事
実
性
の
解
釈
学
」
が
存
在
論
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　第
三
節
で
は
「
構
造
」
と
い
う
語
が
実
は
「
本
質
」
と
結
び
つ
い
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
九
鬼
自
身
も
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
で
は
「
本
質

構
造
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
構
造
」
は
退
け
た
は
ず
の
本
質
を

再
度
導
入
す
る
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。『「
い
き
」
の
構
造
』

は
彼
自
身
が
目
標
に
掲
げ
た
具
体
的
な
体
験
の
十
全
な
記
述
に
は
達
し
て

い
な
か
っ
た
。

　第
四
節
で
は
「
風
流
に
関
す
る
一
考
察
」
で
九
鬼
は
本
質
構
造
に
特
に

否
定
的
で
は
な
い
こ
と
に
着
目
し
、『「
い
き
」
の
構
造
』
以
降
の
九
鬼
の

存
在
論
の
変
化
か
ら
そ
れ
を
説
明
し
た
。
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
具
体
的

な
事
象
の
位
置
づ
け
を
「
核
心
的
な
意
味
を
持
つ
」
必
然
的
な
存
在
で
は

な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
は
十
分
な
根
拠
を
持
た
な
い
偶
然
的
な
存
在

へ
と
変
更
し
た
点
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
事
象
の
脆
さ
を
正
視
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
個
物
を
普
遍
化
し
、
永
ら
え
さ
せ
る
概
念
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　結
局
の
と
こ
ろ
私
た
ち
は
『「
い
き
」
の
構
造
』
の
ど
こ
に
惹
き
付
け

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『「
い
き
」
の
構
造
』
は
豊
富
な
具
体
例
と
鮮

や
か
な
概
念
分
析
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
最
終
的

に
は
概
念
に
収
束
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
手
前
に
は
具
体
例
が
豊
富
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
統
べ
て
い
く
九
鬼
は
ま
さ
に
孤
立
し
た
出
来
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指
摘
し
て
お
き
た
い
。『「
い
き
」
の
構
造
』
が
主
に
論
じ
て
い
る
の
は
文
化
史

に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
い
き
」、
つ
ま
り
は
「
既
に
あ
っ
た
も
の
」
で
あ
る
。
一
方

の
偶
然
性
論
で
主
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
現
在
の
と
り
と
め
の
な
い
現
実

で
あ
る
。
資
料
が
残
り
文
化
史
的
価
値
を
認
め
ら
れ
た
過
去
と
、
す
ぐ
に
忘
れ

ら
れ
て
し
ま
う
現
在
の
現
実
と
で
は
そ
の
存
在
の
性
格
に
違
い
が
あ
る
。

　（13
）
（
五
、
一
七
〇
）

　（14
）
中
野
三
敏
「
す
い
・
つ
う
・
い
き

―
そ
の
生
成
の
過
程
」
相
良
亨
・
尾
藤

正
英
・
秋
山
虔
編
『
講
座

　日
本
思
想

　第
五
巻
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
四
年
、
一
〇
九
│
一
四
一
頁
。

井
上
泰
至
『
恋
愛
小
説
の
誕
生

　ロ
マ
ン
ス
・
消
費
・
い
き
』
笠
間
書
院
、
二

〇
〇
九
年
、
一
四
七
│
一
七
六
頁
。

尼
ヶ
﨑
彬
『
い
き
と
風
流

―
日
本
人
の
生
き
方
と
生
活
の
美
学
』
大
修
館
書

店
、
二
〇
一
七
年
、
二
〇
七
│
二
七
一
頁
、
等
参
照
の
こ
と
。

（
お
だ
・
か
ず
あ
き
、
近
代
日
本
哲
学
、

大
阪
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

　（4
）
（
一
、
七
│
八
）

　（5
）
田
辺
元
『
田
邊
元
全
集

　第
四
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
、
一
七
│
三

四
頁
。

　（6
）
「
本
質
」
の
用
法
の
混
乱
は
「「
い
き
」
の
構
造
」（『
思
想
』
掲
載
稿
）
に
も

残
っ
て
お
り
、
出
版
さ
れ
た
決
定
稿
『「
い
き
」
の
構
造
』
に
お
い
て
よ
う
や
く

抽
象
的
普
遍
の
意
味
に
限
定
さ
れ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
『
思
想
』
掲
載
稿
は
本

文
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、『
思
想
』
掲
載
稿
に
お
け
る
「
本
質
」
の
用
法

の
混
乱
は
本
論
文
の
議
論
を
補
強
す
る
。

　（7
）H

eidegger, M
artin, O

ntologie : （H
erm
eneutik der Faktizität

） Gesam
-

tausgabe, A
bt. 2 . Vorlesungen 1919

│1944; Bd. 63. Frankfurt am
 M
ain: 

V. Klosterm
ann, 1988.

（
邦
訳
：
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
篠
憲
二
、
エ
ル
マ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ン
マ

イ
ア
ー
、
エ
ベ
リ
ン
・
ラ
フ
ナ
ー
訳
『
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
（
事
実
性
の
解
釈
学
）・

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
二
部
門
講
義
（
一
九
一
九
―
四
四
）
第
六
三
巻
』
創
文

社
、
一
九
九
二
年
）

　（8
）
田
辺
は
新
カ
ン
ト
派
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
を
経
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
と
継
承
、
発

展
し
て
い
く
哲
学
史
観
を
前
提
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
田
辺
論
文
に
は
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
講
義
に
は
な
い
新
カ
ン
ト
派
と
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
過
剰
な
批
判
が
大

量
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
九
鬼
に
も
引
き
継
が
れ
、
過
剰
な
フ
ッ
サ
ー
ル

の
本
質
直
観
批
判
と
な
っ
て
い
る
。

　（9
）
田
辺
自
身
の
訳
語
に
従
っ
て
い
る
。
当
時
の
田
邊
が
こ
の
訳
語
を
選
択
し
た

こ
と
は
、
適
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　（10
）
田
辺
、
同
書
、
二
八
頁
、
傍
線
引
用
者
。

　（11
）
「
現
象
学
に
於
け
る
新
し
き
転
向
」
の
一
年
後
に
執
筆
さ
れ
た
「
ラ
ス
ク
の
論

理
」（
田
辺
、
同
書
、
一
四
一
│
一
六
〇
頁
）
で
は
新
カ
ン
ト
派
で
「
哲
学
の
論

理
」
を
追
究
し
た
エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
（
一
八
七
五
│
一
九
一
五
）
の
哲
学
を

論
じ
る
際
に
頻
繁
に
「
論
理
的
構
造
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
ス
ク

の
哲
学
の
研
究
に
欠
か
せ
な
い
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
田
辺
に
と
っ
て
「
構

造
」
の
語
は
特
に
誰
か
に
固
有
の
語
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　（12
）
両
者
の
違
い
の
原
因
と
し
て
、
取
り
上
げ
る
主
題
の
時
間
的
性
格
の
差
異
を


