
論

文

ロ

ゴ

ス

テ
ラ
ペ
イ
ア

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉

へ
の
奉
仕

フ
ラ
ン
ク
ル
臨
床
哲
学
の
再
解
釈
に
よ
る
教
育
理
解
深
化
の
試
み

岡

本

哲

雄

一

問

題

の
所
在

こ
の
世
に
自
分
の
意
志
で
生
ま
れ
て
く
る
人
間
は
い
な
い
。
自
ら
が

存
在
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
深

い
謎

で
あ
る
。
し
か
し
、
人

は
自
ら
の
生
を

「被
る
」
と
い
う
仕
方
で
受
け
容
れ
、
こ
の
深

い
謎
を

抱
え
た
ま
ま
、
成
長
し
、
子
を
育
み
、
老

い
て
死
ぬ
。
如
何
に
自
明
な

る
日
常
性

の
中
に
あ

っ
て
も
、
生

・
老

・
病

・
死
の
現
実
は
、
折
に
触

れ
て
こ
の
謎
を
喚
起
さ
せ
う
る
が
、
そ
の
と
き
こ
の
深
き
謎
は
、
実
は

い
つ
も
す

で
に
日
常
の
歩
み
の
足
下
に
あ

っ
た
の
だ
、
と
自
覚
さ
れ
る
。

ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
、
人
が
人
と
成
る
と
い
う
営
為
の
底
に
は
こ

の
深
い
謎
が
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
は
、
自
己
が
生
き
る

こ
と
の

〈
意
味
〉
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
ま
た
問
う
こ
と
が
可
能
な

存
在
で
あ

る
。
し
か
し
、
問
う
以
前
に
、
前
反
省
的
な
自
己
了
解

の
中

に
、
こ
の

〈意
味
〉
の
謎
は
深
く
含
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈意

味
〉
は
、
こ
の
世
界
で

「課
題
」
や

「使
命
」

と
し
て
発
見
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
が
、
常
に
、
こ
の

「世
界
」

を
超
え
た
彼
方
と
も
浸

透
し
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
生
成
を
、
世
界
に
於

い
て
在
る
自
己
が
生
涯
に
渡

っ
て
、
他
者

や
事
象
と
の
間
で
経
験
す
る
相
互
形
成

の
現
実

で
あ
る
、
と
考
え
る
な

ら
ば
、
我
々
は
こ
の
現
実
を
深
く

一
挙
に
掴
ま
え
る
た
め
の
鍵
概
念
と

し
て
の
役
割
を

〈意
味
〉
に
託
し
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

を
通
し
て
、
「人
間
生
成
を
成
就
す
る
た
め
に
営
ま
れ
る
教
育
と
い
う

営
為
は
、
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
」
-

こ
の
本
来
決
し
て

自
明
で
は
な
い
根
本
問
題
に
も
迫
り
た
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
営
為
の
底

に

「存
在
の
謎
」
を
内
包
さ
せ
て
い
る
人
間
生
成
や
教
育
を
理
解
し
成

就
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
れ

「人
間
中
心
主

義

(A
nth
rop
o
z
e
n
t
r
i
s
m

u
s)」
的
な

(超
越
的
な
も
の
に
開
か
れ
る

構
え
の
な
い
)
考
察
で
は
無
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
そ
の
手
立

て
を
V

・
E

・
フ
ラ
ン
ク
ル

(<
iぎ
or
国
ヨ
i-

「
r8
算

-
上8
山
8
刈
)
の

〈
意
味

(S
in
n
)〉
を
中
心
に
据
え
た
臨
床

哲
学
に
求

め
た

い
。
と

い
う
の
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
彼

の
臨
床
哲

学
は

「有
限
な
る
も
の
と
無
限
な
る
も
の
が
接
す
る
と
こ
ろ
」
を

〈意

味
〉
の
座

と
し
、
そ
こ
を
中
心
に

「人
間
生
成

(ζ
Φn
sch
w
e
r窪
u
n
σq
)」

を
捉
え
よ
う
と
し
た
思
想
と
し
て
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
臨
床

知
に
は
、

こ
の

〈意
味
〉
か
ら

「日
常
を
透
明
化
」
(有
限

な
る
日
常
世
界
の
自
明
性
を
、
無
限
と
接
す
る
地
平
に
お

い
て
受
け
取

り
直
す
こ
と
)
す
る
た
め
の
方
略
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確

か
に
こ
れ
ま
で
の
教
育
研
究
に
お
い
て
も
、
生
き
る
こ
と
の

〈意
味
〉

の
覚
醒
が
人
間
生
成
に
非
連
続
的
飛
躍
を
も
た
ら
し
う
る
と
語
ら
れ
る

こ
と
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
人
間
生
成
と
い
う

〈
い
の
ち
〉
の
流
れ
そ

の
も
の
を

い
つ
も
す
で
に
成
立
さ
せ
て
い
る
存
在
論
的
契
機
と
し
て

〈
意
味
〉

が
捉
え
ら
れ
、
自
覚
的
に
理
論
化
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
。
換

言
す
れ
ば

「有
限
と
無
限
が
接
す
る
と
こ
ろ
」
で

一
挙
に
人
間
生
成
の

実
相
を
掴

ま
え
る
と
い
う
観
点
を
明
確
に
し
た
既
存
の
教
育
学
理
論
は

見
当
た
ら
な
い
。
本
稿

で
は
、
決
し
て
、
心
理
療
法
の

一
種
と
し
て
の

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の
理
論
枠
組
み
を
人
間
生
成
や
教
育
の
理
解

の
た
め
に

応
用
す
る
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
臨
床
哲
学
が
、
こ
の

「日
常

の
透
明
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
生
成
論
を
展
開
し
た
も
の
と
し
て

未
だ
充
分

に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
鑑
み
、
再
解
釈
の
試
み
を

通
し
て
、
そ
の
思
想
に
含
ま
れ
る
臨
床
知
そ
の
も
の
が
、
教
育
理
解
を

深
化
さ
せ
る

一
つ
の
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

戦
後
六
十
年
目
の
本
年

は
、

ユ
ダ
ヤ
人
強

制
収
容
所

の
体
験
記
録

(邦
題

『夜
と
霧
』
(
1
)
)

の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ク
ル
生
誕

百
年
に
当
た
る
。
〈
ア
ウ
シ

ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉
を

は
じ
め
と
す
る
幾

つ
も

の
強
制
収
容
所
を
潜
り
抜
け
た
彼
が
遺
し
て
く
れ
た
も
の
、
そ
れ
は

い
っ
た
い
何
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ク

ル
は
、
た
だ
ハ
極
限
状

況
に
お
け
る
人
間
の
現
実
を
赤
裸
々
に
語

っ
た

の
で
は
な
い
。
そ
の
こ

と
を
通
し
て
人
間
存
在
が
根
差
す
べ
き
根
源
的
な
在
り
方
を
解
明
し
、

そ
れ
を
体
現
す
る
こ
と

へ
の
道
を
拓
い
た
の
で
あ
る
。
幸

い
に
も
、
彼

は
そ
の
思
想
を
臨
床
知
と
し
て
結
晶
化
さ
せ
て

い
る
。
そ
の
生
涯
を
閉

じ
る
二
十
世
紀
末
に
至
る
ま
で
、
彼

は
、
市

井

の
人
々
そ
れ
ぞ
れ
の

生

・
老

・
病

・
死
の
現
実
と
取
り
組
む
こ
と
で
深
め
た

「心
術
」
を
遺

産
と
し
て
の
こ
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

フ
ラ
ン
ク
ル
が
創
始
し
た

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー

・
実
存
分
析
は
、
い
わ
ゆ

る
ウ
イ
ー
ン
第
三
学
派
と
呼
ば
れ
る
心
理
療
法

の

一
種
と
し
て
知
ら
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
、
従
来
の
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析

(第

一
学
派
)
と

ア
ー
ド
ラ
ー
の
個
人
心
理
学

(第
二
学
派
)
の

一
面
性
と
歴
史
性
を
批

判
し
つ
つ
、
意
味
喪
失

(
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
)
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る

〈意

味
〉
を
志
向
す
る
新
た
な
人
間
学
的
心
理
療
法

と
し
て
自
ら
を
規
定
し

て
い
る
。
も

っ
と
も
、
セ
ラ
ピ
ー
の
場
面
で
は
、
あ
く
ま
で
補
完
的
役
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割
を
演
じ
よ
う
と
し
、
自
ら
の
絶
対
化
を
強
く
戒
め
る
。
け
れ
ど
も
、

人
間
学
的

に
み
れ
ば
、

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
は
単
な
る
役
割
上
の
補
完
に
留

ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
的
実
存

の

〈
意
味
〉
を
解
明
す
る
実
存
分

析
に
基
づ

い
た

「思
慮

(じd
e
sin
n
u
n
αq
)
」
や

「心
術

(O
esin
n
u
n
σq
)」

を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
こ
と
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う

「自
然
主
義
的

態
度
」
に
終
始
し
た
還
元
主
義
的
な
医
療
や
心
理
療
法
に

「
正
気
」
を

取
り
戻
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
間
学
運
動
の
重
要
な

一
翼
を
担
う
こ
と
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
は
、
医
療
や
心
理
療
法

を
出
自
と
す
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
、
人
間
同
士
が
互
い
に
生
き
る
こ

と
ー
そ
れ
は
結
局
、
人
間
の
生
成
や
救
済
の
問
題
で
も
あ
る
ー
の
根
底

に
あ
る

「心
術
」
を
爽
り
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
臨
床
哲
学
で
あ
る

と
も
い
え
る
。

ロ

コ

ス

本
稿
で
は
、

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の
本
質
を

「〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉

ヘ

テ
ラ
ペ
イ
ア

の
奉
仕
」
と
表
現
し
て
み
た
い
。

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
は
、
単
に
医
学
的
に

病
気
を
元
に
戻
す
た
め
の
援
助
で
は
な
い
。
た
と
え
、
ど
ん
な
不
条
理

な
条
件
下

で
も
、
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
応
じ
て
自
己
の
可
能
性
を
拓
く

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
人
の
人
間
的
成
長
を
励
ま
す

こ
と
が
真

(
2
)

の

〈
癒
し
〉
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
、
「現
存
在
は
、
あ

る
も
の
と
あ
る
べ
き
も
の
と
の
間
の
緊
張
関
係
と
し
て
存
在
し
て
い
る

と
い
う
の
も
、
人
間
が
現
に
存
在
す
る
の
は
、
存
在
す
る
た
め
で
は
な

く

、

生

成

す

る

た

め

だ

か

ら

で
あ

る

」

(
(
3
)
ψ
b。
逡

傍

点

筆

者

)
。

そ

の
た
め
の
援
助
が

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の
真
意
で
あ

る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で

ロ

コ

ス

ミ

ハ

は
敢
え
て

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉
と
い
う
表
現
を
用
い
た
い
。

フ
ラ
ン
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の

「
ロ
ゴ
ス
」
と
は
、
日

常
に
お
い
て
発
見
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
生
の

〈意
味
〉
の
こ
と
で
あ

ロ

コ
ス

る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
〈
意
味
〉
は
、
世
界
内

で
の
道
具
連
関
と

い
う
限
定
を
明
ら
か
に
超
え
た
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま

り
究
極
的
に
そ
れ
は
、
「永
遠
」
な
い
し

「超
世
界
」
(フ
ラ
ン
ク
ル
の

い
う

〈超
意
味

(O
b
e
7
S
in
n
)
〉)
と
の
関
わ

り
を
常
に
保
持
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
「
テ
ラ
ピ
ー

(セ

ラ
ピ
ー
)
」
は
現
在
で
は

「癒
す
こ
と
」
や

「治
療
」
の
み
を
意
味
す

る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
テ
ラ
ペ
イ
ア
(
1
)
。。℃
g
基

昏
が
語
源
で
あ
る
か
ら
、

も
と
も
と
は
、
(
1
)
奉
仕
、
世
話
(
2
)神

へ
の
奉
仕
(
3
)子
ど
も
の
世
話
、

養
育
(
4
)病
人
の
世
話
、
看
護
、
看
病
、
治
療
(
5
)動
植
物
の
世
話

(
3
)

と
い
っ
た
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
は
医
療
や
心
理

療
法
の
み
な
ら
ず
、
教
育
、
宗
教
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
援
助
の

本
質
を
表
し
う
る
言
葉
で
あ
る
、
と
読
み
込
む

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

実
際
、
西
欧
に
お
い
て
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
は
、
今
や
、
少
な
く
と
も
狭

い
意
味
で
の
心
理
療
法
の

一
種
に
与
え
ら
れ
る
名
称
で
は
な
く
、
人
を

援
助
す
る
あ
ら
ゆ
る
領
域

(医
療

・
看
護

・
教
育

・
宗
教

・
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
等
)
に
ひ
ら
か
れ
て
発
展
し
て
い
く
構
え
を
も

つ
臨
床
知
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
こ
と
は
ま
だ
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
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い
え
な
い
。
現
代
に
お
い
て
流
布
し
た
皮
相
な

〈
癒
し
〉
理
解

へ
の
反

省
の
意
味
を
も
込
め
て
、
言
葉

の
も
と
の
意
味
を
こ
こ
で
は
強
調
し
て

み
た
い
。
す
な
わ
ち
ハ
本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ク
ル
が
遺
し
た
臨
床
知

(
ロ

ゴ
テ
ラ
ピ
ー
)
を
心
理
療
法

の
領
域
を
超
え
て
、
諸
々
の
人
間
的
援
助

の
根
源
に
通
底
す
る

「心
術
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
そ
れ
を

ロ

ゴ

ス

テ
ラ
ペ
イ
ア

「〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉

へ
の
奉
仕
」
と
見
立
て
た
い
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
を
証
す

る
た
め
に
、
以
下
で
は
狭
い
意
味
で
の
心
理
療
法
の
理
論
枠

に
囚
わ
れ
な

い
よ
う
に
、
さ
り
と
て
フ
ラ
ン
ク
ル
の
臨
床
哲
学

の
本
質

(深
み
)
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
再
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
う
。

ロ

ゴ

ス

ニ

〈意

味

に

よ

る
生
成

〉

の
場

の
働

き

「実
存
分
析
」
に
よ

っ
て
解
明
さ
れ
る
こ
と

必
然
と
自
由
の
弁
証
法

人
間
は
外
的
自
由
が
奪
わ
れ
る
と
き
で
さ
え
、
自
ら
の
生
の
意
味
を

問

い
、
そ
れ
を
探
究
す
る
内
的
自
由
を
実
現
し
得
る
存
在

で
あ
る
。
制

約

で
雁
字

搦
め
に
な

っ
た
と
き
で
さ
え
、
少
な
く
と
も
自
己
の
態
度

を
決
定
で
き
る
自
由
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
態
度
決
定

は
、
身
体

的

・
心
理
的
な
剃
約
や
避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
運
命

と

い
っ
た

「必
然
」
「
か
ら
自
由
」
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
の

よ
う
な
自

己
が
お
か
れ
た
状
況
の
要
請
に
応
答
す
る

「責
任
」
を
引
き

受
け
る
こ
と

「
へ
の
自
由
」
に
向
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ

ラ
ン
ク
ル
は
、
人
生
は

「所
与

(○
暮
Φ)
」
で
あ
る
と
同
時
に

「
課
題

(A
ロ
齢
餌b
e
)」

で
あ
る
と
考
え
る
。
与
え
ら
れ
た
制
約

(必
然
)
を
受

け
留
め

つ
つ
、
人
生
が
要
請
し
て
く
る
課
題
、

つ
ま
り
、
そ
れ
は
個
別

的
な
状
況
の
中
に
眠
っ
て
お
り
、
他
な
ら
ぬ
自
分
に
実
現
さ
れ
る
の
を

ロ

ゴ

ス

待

っ
て
い
る

一
回
的
で
、
独
自
の
可
能
性

(
跨

〈
意
味
〉
)
に
、

一
つ

ず

つ
誠
実
に
、
行
為
に
よ

っ
て
応
答
す
る
こ
と
ー
と

れ
が
、
フ
ラ
ン
ク

ロ
ゴ

ス

ロ

ゴ

ス

ル
の
い
う

〈
意
味
〉

へ
の

「自
己
超
越
」、
す
な
わ
ち

〈
意
味
に
よ
る

ロ

コ
ス

生
成
〉
な
の
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
い
う

〈
意
味
〉
と
は
、

世
界
に
於

い
て
在
る
そ
の
人
が
発
見
す
べ
き
、

そ
の
状
況
に

一
回
的
で

ロ
ゴ

ス

そ
の
人
独
自

の
可
能
性
の
こ
と
で
あ
る
。
〈
意
味
〉
は
、
そ
の
人
に
よ

っ

て
状
況
や
他
者
か
ら
の

「呼
び
か
け
」
と
し
て
聴
き
取
ら
れ
、
そ
の
人

に
よ
っ
て
行
為
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
の
を
待

ち
望
ん
で
い
る
。
こ
の

よ
う
に
未
来

(可
能
性
)

へ
向
か
っ
て
自
ら
を
投
企
し
、
「生
成
」

へ

と
促
さ
れ
な
け
れ
ば
、
我
々
は
直
ち
に

「必
然
」

の
中
に
再
び
引
き
戻

さ
れ
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
理
解

の
本
質
は
、
ま
ず
も

っ
て
、
人
間
は
本
源
的
に

「意
味

へ
の
意
志
」
を

も
ち
う
る
存
在

で
あ
る
と
捉
え
る
点
に
あ
る
。

つ
ま
り

「必
然
性
と
自
由
は
同
じ
平
面
上

に
は
な
い
」

の
で
あ

っ

て
、
必
然
性
と
い
う
二
次
元
的
平
面
か
ら
垂

直
に
三
次
元

へ
と

「自

由
は
あ
ら
ゆ
る
必
然
性
を
超
え
て
高
ま
り
、

そ
の
上
に
構
築
さ
れ
る
」。

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
で
は
、

こ
れ
を

「〈
に
も
拘
ら
ず
〉
と
い
う
精
神
の
力
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(↓
3
凶
ヨ
8
h
t
α
e
の
O
e
is
t2

)
」

と
呼

ん

で

い
る

。

し

か

し

、

精

神

的

な

も

の

は
ハ

常

に

心

理

的

・
身

体

的

次

元

と

拮

抗

し

た

り

、

協

調

す

る

関

係

を

保

ち

な

が

ら

、

人

格

全

体

を

統

合

し

た

り

、

表

現

し

た

り

す

る

働

き

そ

の

も

の

で
あ

り

、

決

し

て

「
必

然

」

か

ら

離

脱

す

る

こ

と

を

意

味

し

な

い
。

む

し

ろ

「
自

由

は

必

然

を

前

提

と

す

る

(
=
b
e
r
ta
s

雲
p
p
O
i三

P
e
e
s
s
i$
tO
ヨ
)
」

(
(
2
)
ω
.b。
b。
ω
)
。

ま

さ

に
、

「
我

々

は

生

に

へ
ば

り

つ
き

な

が

ら
、

生

の
上

に

漂

っ
て

い
る

の

で

あ

る
」

(
デ

ー

メ

ル

)

(
(
2
)
S
.b。
ω
ω
)
。

ま

た

ハ

そ

も

そ

も

人

間

は

、

死

に

ゆ

く

存

在

で

あ

り

、

失

わ

れ

て

い

く

こ

と

が

必

然

で

あ

る

が

ゆ

え

に
、

自

己

存

在

の

ロ
ゴ

ス

〈意
味
〉

を
求
め
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「死
が
そ

の
よ
う
に
強
い
る
」
の
で
あ
る
。
生
と
死
は
対
立
的
に
区
別
さ
れ
な
が

ら
ハ
そ
の
実
相
は
、

一
つ
の

「生
死
」
と
い
う
働
き
で
あ
る
。
「私
た

ち
の
存
在
が
ま
さ
に
責
任
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
裏
に
は
死
が
あ

ロ

コ
ス

る
」
(
(
4
)
S
・Φ
(
1
)

)。
し
た
が

っ
て
〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
は
、
実
の
と
こ
ろ
、

こ
の
生
と
死
の
弁
証
法
的
緊
張
関
係
の
中
で
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
ル
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
が

「内

世
界
的
に
」
存
在
す
る
も
の
の
具
体
的
な
在
り
方
と
し
て

「手
も
と
存

在
」
「用
具
連
関
」
を
強
調
し
、
現
存
在

「
の
た
め
に
」
を
要
と
し
て

様
々
の

「
…
…
の
た
め
に
」
で
繋
が

っ
た

「有
意
義
な
」
「意
味
」
連

関
と
し
て

「世
界
」
を
分
析
し
た
の
に
対
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
フ

ラ
ン
ク
ル

は
、
む
し
ろ
全
く
反
対
に

「私
は
何
の
た
め
に
何
が
で
き
る

コ

ゴ

ス

の
か
」
「何
を
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
か
」
を

〈意
味
〉
発
見
の
根
本

的
な
態
度
と
す
る
。
ま
た
、
「被
投
性
」
の
根
拠

を

「死
」
と
結
び

つ
け
、

「振
り
か
か
っ
た
も
の
」
と
み
る
だ
け
で
は
な
く
、
「超
越
的
な
も
の
」

か
ら

「贈
ら
れ
て
あ
る
」
と
み
る
視
点
を
よ
り
強
く
打
ち
出
し
て
い
る

(
4
)

と
こ
ろ
に
も
フ
ラ
ン
ク
ル
の
特
徴
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ

コ
ゴ

ス

パ

ト

ス

う
な
フ
ラ
ン
ク
ル
の

〈
意
味
〉

の
思
想

の
特
徴
は
、
〈受
苦
〉
と
の
連

関
を
示
唆
す
る
こ
と
で
い
っ
そ
う
明
白
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ロ

コ

ス

パ

ト

ス

〈意
味
〉
と

〈受
苦
〉
ー
フ
ラ
ン
ク
ル
思
想

の
ふ
た
つ
の
中
心
1

そ
も
そ
も
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
臨
床
哲
学
は
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
他
に

も
フ
ッ
サ
ー
ル
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
ブ
ー
バ
ー
等

々
、
二
十
世
紀
に
お
け

る
幾

つ
も
の
哲
学
的
人
間
理
解

の
影
響
を
直
接
、
間
接
に
受
け
て
い
る
。

そ
の
様
々
の
影
響
を
受
け
留
め
、
臨
床
や
強
制
収
容
所
で
の
体
験
を
通

し
て
独
自
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
ハ
彼
な
ら
で
は

の
人
間
理
解
の
特
徴
と

ほ
ゴ

ス

は
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
〈意
味
〉
を
中
心
に
据
え
た
人
間
理
解
で
あ
る
が
、

パ

ト

ス

さ

ら

に

は

こ

れ

と
相

即

的

に

〈
受

苦

〉

を

も

う

一
つ
の
中

心

に

据

え

て

い

る

こ
と

で

あ

ろ

う

。

「
ホ

モ

・
パ

テ

ィ

エ

ン

ス

(
=
O
ヨ
O
p
a
tie
昌
s
)

11
受

苦

す

る
人

」

と

い
う

フ
ラ

ン
ク

ル

の
人

間

理

解

は
、

ラ

テ

ン
語

の

p
鋤
鉱
◎
r
が

、

受

苦

・
受

動

・
受

容

・
受

難

・
情

念

な

ど

を

含

意

す

る

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に
ハ

こ

の
人

間

と

い

う
存

在

が

、

ど

ん

な

場

合

で
も

、

生

き

て

い
る

と

い
う

こ
と

を

自

分

で
設

定

し

た

わ

け

で

は

な
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く
、

身

体

に

よ

っ
て

「
世

界

」

と

交

わ

り

、

様

々

な

影

響

を

「
被

る

(
le
乙
e
n
)
」

と

い
う

仕

方

で

受

け

容

れ

て

い

る
受

動

的

存

在

で

あ

る

こ

と

を
表

し

て

い
る

。

実

に
人

間

は
、

必

然

と
自

由

の

緊

張

関

係

に
生

き

る

ホ

モ

・
パ

テ

ィ

エ

ン

ス

で
あ

る
。

要

す

る

に
、

フ
ラ

ン
ク

ル

の
臨

床

哲

学

は
、
近

代

と

い
う
時

代

が

合

理

主

義

的

・
自

律

的

な

「
理

性

の

人
」

を
神

格

化

し

て

き

た

こ

と

に
対

す

る

ア

ン

チ

テ

ー

ゼ

と

し

て
、

「
受

苦

す

る

人

」

を

対

置

さ

せ

た

の

で
あ

り

、

「
能

動

(a
c
tiO
n
)

を

越

え

た

と

こ
ろ

の
受

動

(p
g
s
s
iO
)
」

を

喚

起

し

、
最

も
深

い
と

こ
ろ

で
は

「
現

存

在

は

受

苦

で

あ

る

(
α
a
s
u
a
s
e
in
ist
守

s
s
iO
n
)
」

(
(
3
)
S
・ω
ω
ω
)

と

い
う

人

間
存

在

の
真

相

を

改

め

て
示

そ

う

と

し

た

の

で
あ

る

。

ロ
ゴ

ス

パ

ト

ス

し
た
が

っ
て
、
〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
と
は
、
こ
の

〈
受
苦

(感
受
)
〉

ロ
ゴ

ス

性
と
深
く
結
び
付
い
て
お
り
、
〈意
味
〉
と
い
う

〈
そ
の
状
況
に
お
い
て
、

そ
の
時
、
そ
の
人
に
実
現
さ
れ
て
い
る
の
を
待

っ
て
い
る
そ
の
つ
ど

一

回
限
り
の
、
唯

一
無
二
の
可
能
性
〉
を
身
体
に
よ
っ
て
感
受
し
、
行
為

に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

す
で
に

「世
界
」
に
於
い
て
在
る
そ
の
人
自
身
が
、
さ
ら
に

「世
界
」

と
の
関
係
性
を
生
成
さ
せ
て
い
く
営
み
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
ど

パ

ト

ス

ん
な
場
合

も

〈
受
苦

(感
受
)
〉
性

の
発
動
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「体

ロ
ゴ

ス

験
」
と
い
う
身
体
を
通
し
た
受
動
的
な

〈
意
味
〉
摂
取

(「体
験
価
値
」
)

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「創
造
」
と
い
う
身
体
を
通
し
た
能
動
的
な
行

ロ
ゴ

ス

為
に
よ
る

〈意
味
〉
実
現

(
「創
造
価
値
」)
も
、
そ
も
そ
も
は
こ
の
世

界

に

投

げ

入

れ

ら

れ

て
在

る

人

間

が

、

も

の

か

ら

の
呼

び

か

け

を

受

容

す

る

こ

と

か

ら

開

始

さ

れ

る
。

「
も

の

た

ち

は
、

花

嫁

の

よ

う

に
精

神

的

存

在

者

を

待

ち

焦

が

れ

て

い
る

(u
i
(
7
)

u
in
ひq
e
h
a
r
re
n
b
益
巨

ic
h

ユ
e
s
σq
e
is
tiσq
S
e
ie
n
α
e
n
●)
」

(
(
5
)
S
・。。
切
)

の

で
あ

り

、
そ

れ

に
ポ

イ

エ
ー

シ

ス

(制

作

活

動

)

と

し

て
応

答

す

る

の

で

あ

る

。

ま

た

、

避

け

ら

れ

な

い
不

幸

な

運

命

な

ど

に
直

面

し

た
場

合

に

は

、

ま

さ

に

、

そ

の

こ
と

ロ

ゴ

ス

へ
の
態
度
を
通
し
て

〈
意
味
〉
は
実
現

(「態
度
価
値
」
)
さ
れ
る
の
だ

ロ

コ

ス

パ

ト

ス

が
、

こ
の
場
合

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
は
、
ま
さ
に

〈
受
苦
に
よ
る
生

ロ

ゴ

ス

成
〉
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
〈
意
味
〉
は
、
決
し
て
恣
意

的
に
作
り
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
、
状
況
の
中
で

感
受
さ
れ
、
発
見
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
加
え
て
い
え
ば
、

ロ

ゴ

ス

こ
の
フ
ラ
ン
ク
ル
の
い
う

〈
意
味
〉
は
、
先
に
見
た

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

い
う
よ
う
な
、
「
と
し
て
」
構
造
を
も

つ

「意

味
」

の
帰
趨
連
関
と
い

う

「世
界
内
」

で
の
限
定
に
尽
き
な
い
、
あ
る
宇
宙
的
な
深
み
を
湛
え

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「は
じ
め
に
意
味
あ
り
き
、
そ
し
て
見
よ
、
意
味
は
行
為
で
あ

っ
た
。」

""一
目

A

暴

5
'∞
蓄

r
s
in
n
鴇
u
n
ユ

の
i
(
1
)

h
e
b

霞

s
in
昌

W
震

色
(
1
)蜀

●"、

周
知
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
定
式
化
し
た

「志
向
性
」
と
は
、

「何
も
の
か

(ノ
エ
マ
)
へ
向
か
う
意
識
の
働
き

(ノ
エ
シ
ス
)
」
で
あ
り
、

意
識
と
対
象
と
の
根
源
的
な
関
係
性
を
示
し
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
の
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意
味
で
、
志
向
性
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
が
、
一
つ
の
関
係
性
の

「場
」

を
表
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
先
験
的
な
意
識

の
フ
ィ
ル
タ
ー

を
通
し
て
対
象
と
向
き
合

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
対
象

の

「傍
ら

に
居
合
わ
せ
て

(a
苧
w
e
se
n
)」
、
そ
の
本
質
を
直
観
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
知
覚
作
用
に
お
い
て
何
か
が
主
題
と
し
て
規
定
さ
れ

る
が
、
そ
の
際
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
常
に
予
め
、
何
ら

か
の

一
般
的
な
意
味

の
枠
が
投
企
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ

ま
り
、

こ
の
よ
う
な
全
体
的
な
意
味
の
地
平
が
予
め
存
在
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
、
個
々
の
意
味
の
主
題
化
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
「全
体
と
部
分

の
相
互
規
定
」
と
い
う

「理

解
」
の
解
釈
学
的
循
環
構
造
な
い
し
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の

「図
/

地
」
の
構
造
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う

「志
向
性
」

の
働
き
に
属
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

ロ
ゴ

ス

基
本
的

に
は
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の

〈意
味
〉
発
見

・
摂
取
は
こ
の

「志

向
性
」
の
働
き
と
親
近
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
な
お
そ
の
不
充
分

さ
を
指
摘
す
る
。
「
図
/
地
」
構
造
な

い
し

「と
し
て
」
構
造

で
把
握

さ

れ

よ

う

と

す

る

の
は

、
あ

く

ま

で
そ

の
も

の

の

「
本

質

(壽

s
e
n
)
」

な

い

し

「
相

在

(
S
O
s
e
in
)
」

に

す

ぎ

な

い
、

と
。

す

な

わ

ち

、

そ

れ

ス
タ
テ
ィ
ソ
ク

は

「
生

き

ら

れ

た

現

実

(ユ
ie
ノ
δ
l冒
u
σq
s
三

r犀
h
c
h
閃
e
it)
」

を

静

的

に
捉

え

よ

う

と

す

る

点

で
客

観

的

認

識

の
域

を

出

な

い

の

で

あ

る
。

フ

ッ

サ

ー

ル

は

そ

れ

に

ぎ

り
ぎ

り

挑

戦

し

た

も

の

の
、

そ

も

そ

も

、

「
生

き

ら
れ
た
現
実
」
に
は
認
識
論
的
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
「生
き

ら
れ
た
現
実
」
に
お
い
て
は
、
状
況
に

一
回
的

で
、
唯

一
無
二
の

「実

存

(国
箆
ste
nN
)」

な

い
し

「
現
存
在

(u
as
ein
)
」
が
把
捉
さ
れ

て

ロ

ゴ

ス

い
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は

〈
意
味

〉
発
見

・
摂
取
が

「世

界
」
か
ら
の
呼
び
か
け
の
意
識
的
、
無
意
識

的
な
聴
従
で
あ
り
、
そ

れ
へ
の
応
答
を
通
し
て
の

「世
界
」

の
可
能
性

の
実
現

(「世
界
」
形

成

・
創
造
)

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
れ
を
、
彼
は

「自
己
超
越

(S
elb
s葺
9n
sNe
n
ユ
en
N
)」
と
呼
ぶ
。
そ

の
上

で
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
現

象
学

の
い
う

「志
向
性
」
と
は

「
『自
己
超
越

』
と
い
う
よ
り
包
括
的

な
人
間
的
現
象

の
認
識
論
的
位
相

で
あ
る
」

(
(
5
)
ω
●B
-)
と
理
解
す

る
の
で
あ
る
。

実
は
こ
の

「自
己
超
越
」
が
可
能
な
の
は
、

そ
も
そ
も
人
間
は
元
来
、

「世
界
」
の

「
も
と
に
在
る

(切
e
iあ
e
in
)
」
と

い
う

「存
在
本
来

の
原

能
力
」
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
客
体

の

「呼
び
か
け
」
に
主

体
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
主
体
が
無
と
な
っ
て
客
体

(し
か
し
こ
の
時
点

で
、
も
は
や
主
客
未
分
の
現
実
)

へ
没
入
し
、

そ
の
も
の
の
固
有
性

・

一
回
性
を
完
全
に
把
握

(
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
れ
を
敢
え
て

「実
存
的
認

識
」
11

「絶
対
的
認
識
」
と
も
呼
ぶ
)
し
、
そ
し
て
同
時
に
そ
の
可
能

性

の
実

現

を

促

し

て

い

る
。
ー

「
も

と

に
在

る
」
と

は

こ

の

よ
う

な

「
生

き

ら

れ

た

現

実

」

を

示

し

て

い

る
。

そ

し

て

こ

の

「
も

と

に

在

る
」

と

い
う

〈
原
能

力

〉

は

、

そ

れ

自

体

、

前

反
省

的

で

あ

り

な

が

ら

、

知

覚

、
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思
考

(相
互
理
解
)
、
言
語

(相
互
の
意
思
疎
通
)
と
い
っ
た
さ
ら
な

る
可
能
性

の
根
拠
と
さ
れ
る
。
「は
じ
め
に
意
味
あ
り
き
」
と
い
う
の
は
、

ほ
ゴ

ス

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
の
働
き
が
、
前
反
省
的
に

「世
界
」

の

「も
と

に
在
る
」
と
い
う

〈
い
の
ち
〉
の
流
れ
に
予
め
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
れ
を
心
理
学
的
な
翻
訳
の
必
要
か

ら
、
や
や
実
体
的
表
現
で
は
あ
る
が

「精
神
的
無
意
識

(紆
s

σq
e
is口
σq

U
n
b
e≦
浅
te
)」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

「
エ
ー
ト
ス
的

な
も
の

(倫
理
的
本
能
聾
良
心
)
」
「
エ
ロ
ー
ス
的
な
も
の

(愛
)
」
「
パ

(
5
)

ト
ス
的
な
も
の

(美
的
直
覚
ご

が
三
位

一
体
と
な

っ
て

〈
い
の
ち
〉

の
流
れ
を
な
し
て
い
る
。
た
と
え
ハ
乳
児
で
あ

っ
て
も
、
「世
界
」
の

ロ
ゴ

ス

「も
と
に
在
り
」
、
い
つ
も
す
で
に

〈意
味
〉
を
摂
取
し
、
刻
々
と
生
成

を
遂
げ
、
ま
た

「世
界
」
の
生
成
を
も
促
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

は
心
身
の
有
機
的
な
表
現
が
優
勢
で
あ
る
た
め
に
、
表
面
に
は
現
わ
れ

ず
大
抵
は
隠
れ
た
ま
ま
、
無
意
識
の
う
ち
に
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る

フ
ラ
ン
ク
ル
は
い
う
。
人
間
は

「前
反
省
的
存
在
論
的
自
己
理
解

(畠
s

p
議
「亀
e
×
貯
e
O
昌tO
-Oひqisch
e
S
e-b
s笥
eお
薮
巳
巳
s)」

を
有

す
る
の
で

あ
り
、
学
問
に
よ
っ
て
反
省
的
知
識
を
得
る
以
前
か
ら
、
前
反
省
的

・

無
意
識
的

に
、
「そ
も
そ
も
生
き
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
も

と
も
と
わ
か

っ
て
い
る
」
(
(
6
)
ψ
ω
ω
)
の
だ
、
と
。

ロ

コ

ス

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉
の
場
と
超
越

パ

ト

ス

さ
て
、
前
述

の
通
り
、
〈受
苦
〉
を
人
間
学
的
な
重
要
契
機
と
み
る

以
上
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
の

「世
界
」
経
験
を
、
本
来
的
な
経
験
と

非
本
来
的
な
経
験
と
い
う
二
元
論
に
お
い
て
み

て
い
る
の
で
は
な
い
。

本
来
的
な
経
験
の
当
為
性
を
強
調
し
、
返
す
刀

で
日
常
経
験
の
非
本
来

性
を
批
判
す
る
だ
け
な
ら
、
彼
の
思
想
は
陳
腐
な
二
分
法
的
観
念
論
に

陥

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
は
日
常
性
を
頽
落
態
と
し

た
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
臨
床
哲
学
は
、
む
し
ろ
日
常
性
を
こ
そ
尊
重
し

て
い
る
。
本
来
性
が
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
観
念

と
し
て
自
足
し
孤
立
す

る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
時
点
で
本
来
性
を
失

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本

来
性
は
非
本
来
性
の
中
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
透
け
て
見
う
る
も
の
と

な
る
。
日
常
性
と
は
そ
の
よ
う
な
場
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク

ル
の
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の
課
題
は
、
ま
さ
に
、

人
間
相
互
の
日
常
的
な

営
み
の
底
に
い
つ
も
す
で
に
流
れ
て
い
る

「
無
意
識
的
な
精
神
性
」

と
い
う
可
能
態

(p
g
e
銭
鋤
)
を
、

い
っ
た
ん
行
為
に
よ

っ
て
顕
在
化

(8
ε
s)
さ
せ
、
再
び
日
常
の
自
明
性

へ
と
戻
し
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
の
運
動
を

「習
性

(h
9。b
itu
の)」
と
で
き
る
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と

ロ

コ

ス

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で

「〈意
味
に
よ
る
生
成
〉
の
場
」

を
現
成
さ
せ
、
「
日
常
性
の
透
明
化
」
を
企

て
る

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ゴ

ス

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
は
非
本
来
性
が
纏
わ
り

つ
か
な
い
純
粋
な
経
験

な
の
で
は
な
く
ハ
ま
さ
に
非
本
来
性
の
衣
を
ま
と
い
な
が
ら
本
来
性
が
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滲
み
出
て
い
る
よ
う
な
経
験
、
そ
の
よ
う
な

「有
限
と
無
限
」
の
二
重

写
し
の
中

で

〈
生
成
〉
が
生
じ
て
い
る
よ
う
な
経
験
、
を
意
味
し
て
い

パ

ト

ス

る
の
で
あ
る
。
そ
の
経
験
は
、
ま
さ
に

〈
受
苦
〉
的
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

パ

ト

ス

と
こ
ろ

で
、
人
間
存
在
の
属
性
と
し
て
の

〈
受
苦
〉
性
は
、
そ
れ
が

自
覚
化
さ
れ
る
と
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
人
間
が

「世
界
」
内
部
で

被
る

〈
運
命
〉
そ
の
も
の
の
意
味
を
問
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

け
れ
ど
も
、
そ
の
答
え
は
人
間
の
計
ら
い
を
超
え
て
い
る
。

こ
の

「世

ロ

コ
ス

界
」
全
体
に

〈
意
味
〉
が
有
る
の
か
、
無

い
の
か
、
そ
れ
は
有
限
な
人

間
が
論
理
的
に
判
断
し
よ
う
の
な
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

ロ
ゴ
テ

ロ

コ

ス

ラ
ピ
ー
は
、
「世
界
」
の

〈意
味
〉

へ
の
信
頼
が
、
そ
の
つ
ど
の
具
体

的
な
状
況

の
要
請

へ
の
直
向
な
応
答

の
積
み
重
ね
に
よ

っ
て
、
次
第
に

形
成
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
気
付
か
せ
よ
う
と
す
る
。
「そ
れ
が
真
実
だ

か
ら
信
じ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「信
じ
る
と
い
う
態
度
を
真
実

の
も
の
に
す
る
」
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
、
と
。
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ク

ル
の
い
う

〈超
意
味

(d
b
e
雫
QSin
n
)
〉

へ
の
信
頼
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
世
界
内
の
文
脈
に
お
い
て
は
不
条
理
に
感
じ
ら
れ
る
状
況
に
お

ロ

コ

ス

い
て
も
、
〈
意
味
〉
は
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
の

計
ら
い
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
贈
り
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
信
頼

で
あ
る
。

そ
こ
に
彼
自
身

の
神
義
論

(霞

e
O
α
iNe
e)

へ
の
応
答
が
あ

る
。
彼
は

「私
た
ち
が
時
間
の
中
で
創
造
し
た
り
体
験
し
た
り
苦
悩
し

た
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
に
永
遠
に
向
か

っ
て
創
造
し
体
験
し
苦

悩
し
て
い
る
」
(
(
4
)
ψ
一。。
上)
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち

「自
己
超
越
」
は
、

「世
界
」
内
部

で
の
超
越

で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に

〈
垂
直
に
〉
超
越

(内
在
即
超
越
)
し
、
「世
界
」
地
平
を
超
え
た
彼
方
で
あ
る

〈
限
り
な

ロ

コ

ス

い
開
け
〉
(「超
世
界
」
)

へ
と
向
か
い
、
〈意
味

〉
は
そ
の
彼
方
、
す
な

わ
ち

「超
意
味
」
か
ら
照
ら
し
返
さ
れ
て
浮
か
び
上
が

っ
て
い
る

(超

越
即
内
在
)
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば

「自
己
超
越
」
は
、
い
つ

も
す
で
に
世
界
内
に
お
け
る

「水
平

へ
の
超
越

」
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に

「垂
直

へ
の
超
越
」
で
も
あ
る
と
い
う

「反
対
の

一
致
」
の
運
動

と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
「超
世
界
」
は
、
「世
界
」
を

超
え
た
彼
方
な
の
で
あ
る
か
ら
、
否
定
を
媒
介
と
し
て

「世
界
」
と
繋

が

っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
、
実
体
的

・
観
念
的
に

「神
」
が
措
定
さ
れ
る
や
否
や
、

そ
れ
は
い
か
が
わ
し
く
、
疑
わ
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
の
時
代
で
あ
れ
ば

こ
そ
、

フ
ラ
ン
ク
ル
は

「本
来
繋
が
り
え
な

い
も
の
と
の
関
係
」
(
(
5
)
S
●謹
)
と
い
う
逆
説

的
表
現
で
、
〈
「隠
さ
れ

た
神
」

へ
の
信
仰
〉
と
い
う
超
越
観
を
表
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ク
ル
に
お
い
て

「神
は
全
て
に
し
て
無

で
あ
る

(O
O
詳
is3
lles

(
6
)

u
n
α
n
ic
h
ts
)
」

(
(
3
)
S
●ω
刈
-
)
。

そ

れ

は
実

体

と

し

て
掴

ま

え

ら

れ

な

い

も

の

で
あ

る
か

ら

こ

そ
、

一
切

を
包

括

し

、

日

常

の
至

る
所

に
現

成

し

う

る
絶

対

的

な

も

の
な

の

で

あ

る
。

そ

し

て
、

「
神

の

同
時

的

な

、

絶
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対
的
超
越

と
絶
対
的
親
近
性
、
…
…
無
限
の
遠
さ
と
無
限
の
近
さ
と
い

う
逆
説
」

(
(
3
)
S
.ω
ミ
)
を
自
覚
し
な
い
信
仰
の
あ
り
方
は
、
こ
の

「神

の
死
」
(
ニ
ー
チ
ェ
)
の
時
代
、
と
り
わ
け

「〈
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
〉

以
後
」
(
ア
ド
ル
ノ
)
の
時
代
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も

っ
と
も
、

そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ
ン
ク
ル
に
お
い
て
こ
の

「逆
説
性
」
は

実
は

〈信

仰
〉
そ
の
も
の
の
本
質
を
表
わ
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

〈信
仰
〉
の
あ
る
な
し
に
拘
ら
ず
、
実
は
、

こ
の

「本
来
繋
が
り
え
な

い
も
の
と
の
関
係
」
と
い
う
逆
説
は
、
逆
説

ロ

コ

ス

の
ま
ま
で
、
い
つ
も
す
で
に
日
常
の

〈意
味
〉
経
験
の
底
に
隠
れ
て
い

る
こ
と
を

フ
ラ
ン
ク
ル
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ

に
否
定
を
媒
介
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に

「超
世
界
」
は

「世
界
」
と
地

続
き

の
延

長
で
は
な
く
、
真

の

「包
摂
者
」
と
な
る
。
「創
造
」
「体

ロ

コ

ス

験
」
と
い

っ
た
日
常
経
験
が

〈意
味
〉
あ
る
も
の
と
な
る
の
も
、
身
体

に
よ

っ
て

「世
界
」
と
交
わ
り
、
そ
れ
を

「被
り
」
つ
つ
、
そ
の
経
験

を
成
就
さ
せ
よ
う
と
す
る
何
ら
か
の
働
き
に
身
を
委
ね
る
か
ら
で
あ
ろ

ロ

ゴ

ス

う
。

つ
ま

り
、
当
人
に
自
覚
さ
れ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
〈
意
味
に

よ
る
生
成
〉
の
場
が
そ
れ
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、

い

つ
も
す
で
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
い
う

〈
超
意
味
〉
の
働
き
が
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
自
覚
に
の
ぼ
る
と
き
、
「世
界
」

ロ

コ
ス

に
お
け
る

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉
の
働
き
は
、
〈
限
り
な
い
開
け
〉
(
「超

世
界
」
)
と
浸
透
し
合
う
場
所
、
「有
限
な
も

の
が
無
限
な
る
も
の
に
絶

え
ず
出
会
う
場
所
」
(
(
4
)

S
い
ω
上)
に
於

い
て
在

る
働
き
と
し
て
受
け
取

ロ
ゴ

ス

り
直
さ
れ
る
。
〈意
味

に
よ
る
生
成
〉
は
人
間
生
成

の
原
動
力

で
あ
る

か
ら
、
「個
々
の
人
間
生
成
は
、
す
べ
て
、

つ
ね
に
新
た
な
奇
跡
」
(
2

ψ
H◎。
。。)
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実

は
ハ
自
明
化
さ
れ
た
日
常
世
界
に
お
い
て
、
そ

の
日
常
の
底
に

「奇
跡

(♂ぎ
n
α
e
r)
」
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
つ
ど
人
生
か

ら
の
呼
び
か
け
を
感
受
し
て
い
る
パ
ト
ス
性
が
洗
練
さ
れ
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。

ロ

ゴ

ス

三

〈意

味

に
よ

る
生

成

〉

の
場

を

ひ

ら

く
心

術

1

「
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
」
の
本
質
-

逆
説
志
向

・
脱
反
省

・
態
度
転
換

医
療
、
看
護
、
宗
教
、
心
理
療
法
、
教
育
等
、
人
が
人
を
援
助
す
る

営
み
す
べ
て
に
お
い
て
、

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
が
求
め
る
こ
と
は
、
働
き
か

ロ

コ

ス

け
ら
れ
る
者
自
身
が

「世
界
」

へ
と
開
か
れ
、
自
己
自
身
の

〈意
味
〉

へ
と
向
か

っ
て

「自
己
超
越
」
す
る
態
勢
を
自
ら
形
成
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
実
は
働
き
か
け

る
者
自
身
が
、
例
え
ば

ロ

コ

ス

教
育
者
や
医
療
者
と
し
て
、
自
ら

〈
意
味
に
よ

る
生
成
〉
を
生
き
て
い

る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
援
助
者

ロ

ゴ

ス

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
生
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
態
度
が

く意
味
に
よ
る
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生
成
〉
を
促
進
さ
せ
る
か
を
知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
臨
床
の
場
面

に
お
い
て
は
、
そ
の
患
者
の
お
か
れ
た
歪
な
状
況
を
そ
の
つ
ど
よ
く
理

解
し
、
状
況
の
文
脈
に
ど
の
よ
う
な
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
変
更
を
促
せ

ば
、
患
者
自
身
の

「自
己
超
越
」

へ
の
通
路
を
切
り
拓
け
る
の
か
を
感

受
し
、
行
為
に
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
の
技
法
で
あ
る

「逆
説
志
向

(勺
輿
aユ
O
×
e
ぎ
te
n
tiO
n
)
」
と

「脱
反
省

(∪
2

e酔
e
×
iO
n
)
」

は
、
そ
の
た
め
の
援
助
者
の
代
表
的
な
働
き
か
け
方
を
定
式
化
し
た
も

の
と
解
釈

で
き
よ
う
。

「逆
説
志
向
」
は
、
必
然
性
や
固
定
観
念
に
雁
字
搦
め
に
な

っ
た
自

己
か
ら
距

離
を
と
る

「
自
己
距
離
化

(S
elb
stユ
is冨
n
Nieru
n
σq
)」
能

力
の
強
化

の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
敢
え
て
自
ら
が
恐
れ
て
い
る
こ
と

を
願
望
さ
せ
る
と
い
う

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
思
考
訓
練
に
よ
っ
て
、
「予
期

不
安
」
か
ら
生
じ
る
心
理
的
な
悪
循
環
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ

る
。
「脱
反
省
」
は
、
「世
界
」
に

「閉
ざ
さ
れ
て
在
る
」
こ

と
か
ら
必
然
的
と
な
る
自
己
中
心
的
な
執
着
心
と
自
己
自
身

へ
の
過
剰

な
反
省
を
、
視
点
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
他

の
何
ら
か
の
課

題
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「世
界
」

へ
と

「自
己
超

越
」
す
る
道
を
ひ
ら
く
術
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

「必
然
と
自
由
の
弁
証

法
的
緊
張

関
係
」
と
い
う
人
間
学
的
原
理
に
自
覚
的
に
、
状
況
を
鋭
敏

ロ
ゴ

ス

に
判
断
し
、
〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
を
阻
害
す
る
も
の
を
取
り
払
う
き

っ

か
け
を
与

え
る
術
な
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
近
代
医
学
の
対
象
化
の

(
7
)

ま
な
ざ
し
を
補
完
し
う
る
対
人
関
係
の

「機

転

(
タ
ク
ト
)
」
の
典
型

を
技
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

臨
床

の
場

面
に
よ

っ
て
は
、
援
助

さ
れ

る
側

の
生
き
る
文
脈
を

一
八
〇
度
転
換
さ
せ
る
べ
く
、
人
生
に
対
す

る
視
点

の
変
更
を
迫

る

こ
と
が
あ

る
。

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
で
は
、

こ
れ
を
特

に

「
態
度
転
換

(国
in
stellU
n
σq
s日
O
α
三
鋤tiOn
)」
と
名
づ
け
て

い
る
。
強
制
収
容
所

の

ロ

コ
ス

限
界
状
況

の
中

で

〈
意
味
〉
を
見
出
す
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が
定
式

化
し
た

「人
生

の
意
味
に
つ
い
て
の
問

い
の
観
点

の
変
更
」
(「人
生
の

問

い
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
)
を
促
す
よ

う
に
、

つ
ま
り

「人
生

か
ら
何
を
我
々
は
ま
だ
期
待
で
き
る
か
が
問
題

な
の
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
人
生
が
何
を
我
々
か
ら
期
待
し
て
い
る

の
か
が
問
題

で
あ
る
」

(
(
1
)
S
.一謡
)
と
気
づ
く
よ
う
に
臨
床
の
場
面

で
も
働
き
か
け
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
立
的

・
能
動
的
に
状
況

を
変
更
で
き
な
い
こ
と

か
ら
絶
望
し
て
い
る
人
が
、
実
は
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
自
己
を

「世
界
」
の
中
心
に
据
え
て
、
自
己
の
利
益
と

い
う
視
点
か
ら

「世
界
」

と
向
き
合

っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
翻

っ
て

「自
己
が
そ
こ
に

ハ

ミ

ハ

於

い
て
在
る
場
所
」
の

「呼
び
か
け
」
に
聴
従

す
る
、
勝
れ
て
受
動
的

な
態
度

へ
転
換
さ
れ
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
当
人
が
自
ら
発
見
す
る
の
で
な
け
れ
ば

「彼
自
身
の
真

理
」
と
な
り
え
な
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
援
助

者
自
身
は
援
助
さ
れ
る

人
に
自
分

の
真
理
を

「押
し
付
け
る
こ
と

(O
犀
t『Oi)」
を
避
け
、

一
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人
ひ
と
り

の
も
の
の
考
え
方
や
生
き
方
に
対
し
て
寛
容

で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
援
助
さ
れ
る
側
が

「彼
自
身

の
真
理
」、

ロ
ゴ

ス

す
な
わ
ち

〈意
味
〉
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
彼
が
そ
れ
を
自
ら
が
引
き

受
け
る
責

務
の
あ
る
真
理
と
し
て
承
認
す
る
ま
で
は
、
そ
の
真
理
は

「実
現
せ
よ
!
」
「救
済
せ
よ
!
」
と
呼
び
か
け
て
く
る
。
彼
に
対
し
て

「非
寛
容
」
で

「情
け
容
赦
な
い
」
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ゴ

ス

し
た
が
っ
て
、
援
助
者
も
ま
た
、
彼
が
彼
自
身
の

〈
意
味
〉
を
実
現
で

き
る
た
め
に

「手
を
緩
め
な
い
」
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
終
始

「非
指

示
的
」
で
あ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
も
の
、
さ
も
な
く
ば
人

間
が
人
間
と
し
て
存
在
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
要
素

で
あ
る

「形
而
上

ロ

ゴ

ス

学
的
欲
求
」
(〈
意
味
〉
を
求
め
る
欲
求
)
を
抑
圧
し
、
「形
而
上
学
的

軽
薄
さ

(ユ
e『
ζ
e
臣
9。p
旨
のiのch
の
冨
ich
tsin
n
)」
(
シ
ェ
ー
ラ
ー
)

へ

と
援
助
さ
れ
る
側
を
導
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

発
見
さ
れ
る
べ
き
は
、
彼
自
身
の
真
理
、
状
況
に
固
有
の
真
理
で
あ

り
ハ
そ
れ
は
決
し
て

二

つ
の
」
真
理
な
の
で
は
な
い
。
彼
の
遠
近
法

(パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
)
か
ら
見
ら
れ
た
真
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ

ラ
ン
ク
ル
は
そ
れ
を

「真
理

『
そ
の
も
の
』」
で
あ
る
と
い
う
。
「真
理

が
人
間
に
許
す
唯

一
の
絶
対
性
は
、
個
々
の
人
間
に
真
理
が
啓
示
さ
れ

る

〔そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
〕
遠
近
法

(パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
)
の
絶
対
的

な
唯

一
性

の
中
に
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
遠
近
法
主
義
が
相
対
主
義

に
帰
着
す

る
と
考
え
る
必
要
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
」
(
(
3
)
ω
.N
8
)。

ほ

ゴ

ス

こ
の

〈意
味
〉
の

「超
主
観
性
」
の
主
張
が
、
相
対
主
義
の
虚
無
が
表

層
を
覆
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
お
い
て
ハ

人
間
生
成
を
生
の
課
題
と

し
て
語
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
て
い
る
。

ロ

コ
ス

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉
と
他
者
性

繰
り
返
し
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
教

育
者

(大
人
世
代
)、
医

ロ

コ

ス

療
者
、
心
理
療
法
家
等
が
、
こ
の
よ
う
に

〈意

味
に
よ
る
生
成
〉
の
場

を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ま
ず

そ
の
人
の
人
生
や
仕
事

に
向
き
合
う
態
度
に
よ

っ
て
決
ま
る
。

こ
の
こ
と
は
ハ
フ
ラ
ン
ク
ル
の

表
現
で
言

い
換
え
れ
ば
、
無
意
識
的
に
す
で
に
働

い
て
い
る

「意
味
=

ロ
ゴ

ス

器
官

(ω
in
n
6
rσq
き
)」
(〈意
味
〉
を
感
受
す

る
器
官
)
と
し
て
の

「良

心

(O
O註
S。。en
)
」
の
働
き

(
「倫
理
的
本
能
」
)
を
自
覚
化
さ
せ
、
な

お

一
層

「洗
練
」
さ
せ
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
我
々
は

明
ら
か
に
人
間
存
在

の
も
う

一
つ
の
属
性

で
あ
る
自
己
中
心
性

(
「私

の
た
め
に
」
)
を
ど
の
よ
う
に
昇
華
さ
せ
る
か
と
い
う
課
題

に
直
面
す

る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
難

し
い
。
た
と
え
ば
、
「他

者

の
た
め
に
～
し
て
あ
げ
る
」
と
い
う
表
現
が
、
し
ば
し
ば
醜
悪
な
響

き
を
も

つ
の
は
、
そ
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
た
行
為
が
、
常
に

「私

の

た
め
」
と

い
う

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
癒
着
し
、
独

善
を
招

い
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
「良
心
の
洗
練
」
の
如
何
を
問
う

こ
と
は
、
実
は
、
そ
こ

で
、
状
況
や
他
者
か
ら
の
呼
び
か
け
を
聴
く
、
そ
の
聴
き
取
り
方

の
質
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を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
次
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、
援
助
さ
れ

る
側
の
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
援
助
者
の
課
題
で
も
あ
る
、
こ
の
よ
う

な

「良
心

の
洗
練
」
と
い
う
営
み
に

「他
性
」
の
契
…機
が
ど
の
よ
う
に

含
ま
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
た
と
え
親

で
あ

っ
て
も
、
そ
の
子
の
人
格
、
そ
の
子
が
生
き
る
状
況
は
、
代
理
不

可
能
で
固
有
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
「他

(者
)」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な

「他

(者
)
性
」
の
自
覚
は
、
状
況
の

一
回
性
や
人
格

の
固
有
性

へ

の
尊
厳
を
自
覚
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
他
者

へ
の
倫
理
的
責
任
の
大

ほ

コ

ス

前
提
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
の
場
を
ひ
ら
く
心
術
」

に
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
内
包
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ク
ル
と
同
様
、
収
容
所
体
験
を
も

つ
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル

・
レ

ヴ
ィ
ナ
ス

(
一
九
〇
六
-

一
九
九
五
)
は
、
「他
者
の
他
者
性
」
を
徹

底
的
に
推

し
進
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
超
越
論
的

主
観
を
原
点
と
し
て
主
体
か
ら
客
体
に
近
づ
く
仕
方

で

「世
界
」
を
認

識
し
よ
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

「我
と
汝
」
関

係
の
力
点

を

「我
」
で
も
な
く
、
ブ
ー
バ
ー
の
よ
う
に

「間
」
そ
の
も

の
に
置
く
の
で
も
な
く
、
「汝
」
(他
者
)

へ
と
移
動
し
、
他
者
に
対
す

る
自
己
の
責
任
性
、
換
言
す
れ
ば

〈
外
部
〉
か
ら
到
来
す
る
他
者
の

「傷

つ
き
や
す

い
無
防
備
の
顔
」
に
対
す
る

「負

い
目
」
の
意
識
を
極
限
に

ま
で
推
し
進
め
徹
底
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
徹
底
し

て
自
己
を
捨
て
て
他
者
の

「身
代
わ
り
」
と
な
る
こ
と
を

「命
令
」
と

し
て
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

ブ
ー
バ
ー
的
な
対
話
の

思
想
は
、

こ
の

「対
話
の
対
等
性
」
や

「相
互
性
」
を
普
遍
的
原
理
と

し
て
い
る
限
り
、
「他
者
性
」
を
内

に
取
り
込

み
同
化
し
て
所
有
し
よ

う
と
す
る

「我
」
執
を
払
拭
し
て
お
ら
ず
、
全
体
主
義
的
な
暴
力
に
あ

え
な
く
巻
き
込
ま
れ
、
変
質
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

実
は
、
こ
の

「我
」
の

「汝
」
に
対
す
る
無

限
の
責
任
、
そ
の
意
味

で
の
両
者

の

「非
対
称
性
」
を
強
調
し
た
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
考
え
方
に
通

じ
る
要
素
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え

コ

コ

ス

ば
次

の
人
間
存
在
の

「責
任
性
」
を
語
る
く
だ
り
に
は
、
〈意
味
に
よ

る
生
成
〉
を
遂
げ
て
い
く
際
に
折
に
触
れ
て
自

覚
し
う
る

〈
他
性
〉
の

契
機
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
他
者

の

〈他
者
性
〉
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ

の
人
に
呼
び
か
け
て
く

る
そ
の
つ
ど
の

「状
況
」
の

〈他
性
〉
を
暗
示
し
て
い
る
。

人
間
の
責
任
と
は
、
お
そ
ろ
し
い
も

の
で
あ
り
、
同
時

に
ま

た
、
す
ば
ら
し
い
も
の
で
も
あ
る
。
お
そ
ろ
し
い
の
は
、
瞬
間
ご

と
に
次

の
瞬
間
に
対
し
て
責
任
が
あ
る

こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ

る
。
…
…

一
つ
の
可
能
性
を
選
ぶ
と
い
う
だ
け
で
も
う
、
い
わ
ば

他

の
す
べ
て
の
可
能
性
に
対
し
て
、
存
在

し
な
い
と
い
う
宣
告
を

下
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
…
…
そ
れ
で
も
す
ば
ら
し
い
の
は
、
将

来
、
つ
ま
り
私
自
身
の
将
来
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
は
あ

っ
て
も
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と
に
か
く
、
瞬
間
ご
と
の
自
分
の
決
断
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を

知
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
私
が
日
常
の
中
で

「起

こ
し
た
」
こ
と

は
、
私
が
救

い
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
現
実
の
も
の
に
な
り
、
つ
ゆ

と
消

え
て
し
ま
わ
ず
に
す
ん
だ
も
の
な
の
だ
。
(
(
4
)
ω
●滋
O
)

そ
の
状
況
が

〈汝
、
救
済
せ
よ
!
〉
と

「非
寛
容
」
で

「情
け
容
赦

の
な
い
も

の
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
と
き
、
そ

の
状
況
は
明
ら
か
に

〈他
性
〉
を
含
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
そ
れ
を
レ
ヴ

ィ

ナ
ス
の
よ
う
に

〈外
部
〉
と
は
言
わ
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
ル
は

「も
と
に

在
る
」
と

い
う
事
態
の
中

で
、
他
の
存
在
者
は

「
そ
れ
自
体
明
ら
か
に

精
神
的
存
在
者
の

〈外
部
〉
に
在
る
の
で
も

〈内
部
〉
に
在
る
の
で
も

な

い
。
…
…
む
し
ろ
端
的
に

(
(
7
)

in
富
ch
)
〈
現
に

(畠
)
〉
在
る
」
(
2

ψ
お
中
-ω
上)
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の

〈現
〉
に
お
い
て
、
つ
ま

ロ

コ
ス

り

「責
任
性
」
(
11

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
)
の
働
き
そ
の
も
の
に

「お

そ
ろ
し
さ
」
と

「よ
ろ
こ
び
」
が
同
居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
、
そ

コ
ゴ

ス

も
そ
も

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉
と
い
う
精
神
的
無
意
識
の
流
れ
は
、
「お

そ
ろ
し
さ
」
と

「よ
ろ
こ
び
」
の
区
別
以
前
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、
ポ
ー
ル

・
リ
ク
ー
ル

(
一
九

=
二
ー

)
は
、
レ
ヴ

ィ

ナ
ス
の

「絶
対
的
他
者
性
の
思
想
」
に
み
ら
れ
る
、
〈他
〉
を

〈外
部
〉

に
お
き
、
決
し
て

〈
同
〉
に
回
収
さ
せ
な
い

「断
絶

(非
関
係
)

の
効

果
」
が
ハ
「誇
張
の
用
法
」

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ

っ
て
戦
略
的
に
産
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、

「『汝
殺
す
な
か
れ
』
と

私
に
言
う

〈他
〉

の
声
は
、
私
の
声
と
な

っ
て
、
私

の
確
信
に
到
達
し

(
8
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
反
問

し
て
い
る
。
自
己
か
ら

他
者

へ
、
他
者
か
ら
自
己

へ
と
い
う
二
つ
の
動

き
を
弁
証
法
的
な
運
動

と
捉
え
、
自
己
の
中
心
に
他
者
が
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
証
し
よ
う
と

し
た
リ
ク
ー
ル
は
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
よ
う
に
良

心
の
声
を
裁
く
声

(禁

止
の
命
令
)
に
還
元
し
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
「
こ
の
禁
止
の
命
令

か
ら
、
善
く
生
き
る
命
令

へ
と
導
く
坂
道
を
遡

る
の
を
や
め
て
は
な
ら

な
い
、
…
…
状
況
内

の
道
徳
的
選
択
の
流
れ
を

た
ど
り
つ
づ
け
ね
ば
な

ら
な
い
」
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
旧
約
聖
書
の

「雅
歌
」
で
若
者
が
恋

人
に
向
か
っ
て

「私
を
愛
し
て
!
」
と
懇
願
す

る
と
き
の
響
き
を
帯
び

(
9
)

た

「善
く
生
き
る
た
め
の
命
令
」
で
あ
る
と
い
う
。

ロ

ゴ

ス

こ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ク
ル
が

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
を
促
す

〈
良
心
〉

の
働
き
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
状
況

(も
の
、
他
者
)
か
ら
呼
び
か
け
を

聴
き
取
る
と

い
う
契
機
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
、
そ
れ
を

「も

の
た
ち
は
、
花
嫁
の
よ
う
に
精
神
的
存
在
者
を
待
ち
望
ん
で
い
る
」
(傍

点
筆
者
)
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
。
す
で
に
述
べ

ロ

ゴ

ス

た
よ
う
に
、
〈意
味
〉

の
摂
取
と
は
い
状
況

(も
の
、
他
者
)
の

一
回

性
、
独
自
性
を
愛
し
な
が
ら
捉
え
尽
く
し
、
そ

の
可
能
性
を
完
全
に
救

済
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
語
源
的
に
ヘ
ブ

ラ
イ
語
の

「認
識
」
を

表
す
言
葉
が

「性
交
」
と
同
根

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
「認
識
」
は

∫3



〈
愛
〉
(「
絶
対
的
認
識
」
)
を
前
提
と
し
て
成
り
立

つ
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
の

〈
愛

〉
と
同
根

の

〈良
心
〉
の
声
を

「汝
殺
す
な
か
れ
!
」
と

い
っ
た

「禁
止
の
命
令
」
と
結
び
付
け
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
ピ
ン
ダ

ロ

ス

(前
五

一
八
-
四
四
六
)
の

「汝
の
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
成
れ
!

ロ
ゴ

ス

(壽

融
α
e
Ω
e
脱
O
犀
b
is
t

"

・)
」

と

い
う

命

令

を

〈
意

味

〉

か

ら

の
呼

び

か

け
の
内
実

に
当
て
る
。
そ
し
て
そ
れ
を

「唯

一
独
自

に
汝
た
り
う
る

も

の

、

な

ら

び

に
汝

た

る

べ

き

も

の

に
成

れ

!

(壽

「
ユ
ρ

α
e
『
e
貯
獣

αq

§

q
巴
le
in
α
u
s
e
in
閃
9・
n
U
。ゆ
t
U
n
創
s
e
in
s
O
lls
t
)
」

と

敷

衛

す

る

の

で

あ

る

(
(
3
)
S
9ω
-
刈
)
。

こ

の
命

令

は

、

リ

ク

ー

ル
流

に

「善

く
生

き

る

た

め

の
命

令

」

で

あ

る

と

言

い
換

え

て
も

、

あ

な

が

ち
見

当

外

れ

で
は

な

か

ろ
う

。

と

い
う

の

も

、

フ
ラ

ン
ク

ル

は

「
倫

理

の
存

在

論

化

」

に
よ

っ
て
善

悪

を
実

体

コ
ゴ

ス

か
ら
解
放

し
、
〈意
味
〉

の
遂
行
を
促
進
す
る
も
の
を

「善
」、
そ
れ
を

阻
害
す
る
も
の
を

「悪
」
と
規
定
し
直
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

こ
の
命
令
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
お
か
れ
た
独
自

の

状
況
に
則
し
た
、
極
め
て
具
体
的

・
日
常
的
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
す

な
わ
ち
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
に
従
え
ば
、
カ
ン
ト
的
な
普
遍
的
命
法
で
は

な
く

「個
人
的
法
則
」
(ジ

ン
メ
ル
)
と
し
て
受
け
取
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
は
そ
の
日
常
的

・
具
体
的
な
当
為
の
発
見
を
促

す
の
で
あ
る

(「倫
理
の
現
象
学
化
」)
。
そ
し
て
こ
の
命
令
は
、
す
ぐ

さ
ま
そ
の
人
自
身
の
実
存
に
体
現
さ
れ
、
行
為

へ
と
移
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

(「倫
理
の
実
存
化
」)
。

確
か
に

「愛
」
を
め
ぐ
る
言
説
が
、

ロ
マ
ン
主
義
的
な
陳
腐
な
情
緒

的

「相
互
性
」
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
最
も
敏
感
で
あ

っ
た
の

が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

「誇
張
」
の
レ
ト
リ

ッ
ク

の
効
果
を
伴
う
彼
の

「絶
対
的
他
者
性
」

の
思
想
は
、
教
育
的
日
常
に

お
い
て

「責
任
性
」
の
実
存
的
地
平
を
切
り
拓

く
た
め
の
メ
タ
理
論
的

戦
術
と
し
て
は
有
効
に
機
能
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
実

際

に
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「責
任
性

(答
責
性
)
」
を
誘
発

す
る

「他
者
性
」
の
契
機
は
、
「禁
止
の
命
令
」

で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、

「善
く
生
き
る
た
め
の
命
令
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
命
令
は
、
我
々

が

「自
己
か
ら
出
る
こ
と
」
(自
己
超
越
)
を
誘
発
す
る

〈
他
性
〉
を

含
む
と
同
時
に
、
再
び

「自
己
に
出
る
」
(自

己
実
現
)
と
い
う
生
成

の
運
動
を
形
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ロ

ゴ

ス

テ
ラ
ペ
イ
ア

四

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉

へ
の
奉
仕

そ
れ
は

「摂
理
に

一
つ
の
機
会
を
与
え
る
」
こ
と

さ
て
こ
こ
で
、
子
ど
も
と
共
に
生
き
る
大
人
の
在
り
方
に
焦
点
を
絞

ほ

ゴ

ス

る
な
ら
、
重
要
な
こ
と
は
、
自
ら
の

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
を
生
き
る

中
で
ど
の
よ
う
に

「
子
ど
も
と
共
に
生
き
る
状
況
」
と
向
き
合
う
か
で

あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ク
ル
の

「人
生
の
観
点
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」

に
か
ぶ
せ
て
い
え
ば
、
「私
が
、
教
育

(子
ど
も
)
に
何
か
を
期
待
す
る
」
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と
い
う
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
期
待
す
る
こ
と
を

「目
標
」

と
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の

「手
段
」
と
し
て
の
期
待
を
教
育
に

か
け
、
ま

た
そ
の
よ
う
に
な
る
よ
う
に
期
待
し
て
働
き
か
け
る

「対
象
」

と
し
て
子
ど
も
を
捉
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
子
ど
も
の
内
か
ら
の

生
物
学
的
自
己
展
開
と
生
成
を
同

一
視
し
、
そ
の
力
に
過
大
な
期
待
を

ロ
ゴ

ス

寄
せ
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
態
度
が

〈意
味
に
よ
る
生
成
〉

を
発
動
さ

せ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
か
え
っ
て
大
人

の

〈
意

味

(ω
in
n
)〉

に
対
す
る
盲
目
、
す
な
わ
ち

「思
慮

(じU
e
sin
n
q
n
σq
)」

の
欠
如
を
招
か
ざ
る
を
え
な

い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
、
翻

っ
て

「教
育

(
子
ど
も
と
共
に
生
き
る
こ
の
状
況
)
は
、
私
に
何
を
期
待
し

て

(呼
び
か
け
て
)
い
る
の
か
」
と
問
い
の
観
点
を
転
換
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
こ
と
は
大
人
世
代
全
般
に
求
め
ら
れ
て
い

る
。
い
つ
も
す
で
に
子
ど
も
と
と
も
に
生
き
る
現
実

へ
と
投
げ
出
さ
れ

て
い
る
大
人
が
、
そ
の
つ
ど
そ
の
子
ど
も
の
存
在

の
固
有
性
と
時
間
や

場
所
の
唯

一
性
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

変
化
す
る

の
状
況
下
で

「何
を
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
か
」
を
聴
き

取
り

(受
動
)、
そ
れ
を
行
為

に
よ
っ
て

「応
答
」
す
る

(能
動
)
在

り
方

へ
転
換
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「在
り

方
」
は

一
朝

一
夕
に
は
実
現
で
き
な
い
に
し
て
も
、
絶
え
ず
自
己
を
そ

パ

ト

ス

の
よ
う
に
拓
く
こ
と
を
心
が
け
る

(〈受
苦

(感
受
)
性
〉
の
発
動
)

こ
と
で
、
次
第
に
修
練
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
こ

で
教
育
を
担
う
も
の
の

「責
任

(答
責
)
性
」

が
培
わ
れ
、
大
人

(教

育
者
)

の

「〈意
味
〉
を
感
受
す
る
器
官

(
11
良
心
)
」
が
洗
練
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「心
術
」

の
形
成
は
、
教
育
の
場

ロ

コ

ス

面
に
お
い
て
も

〈
意
味
に
よ
る
生
成
〉
を
妨
げ

る
も
の
を
、
そ
の
つ
ど

の
状
況
に
お
い
て
感
知
し
、
そ
れ
を
取
り
除
く
よ
う
な
働
き
か
け
を
可

能
に
す
る
。
「逆
説
志
向
」
や

「脱
反
省
」
の
基
本
原
理
は
、
日
常
に

お
い
て
人
間
生
成
の
現
実
を
拓
こ
う
と
す
る
教
育
的
行
為
に
お
い
て
も

働
き
う
る
も
の
で
あ
る
。

ロ

ゴ

ス

以
上
の
よ
う
な
、
大
人
が
教
育
に
臨

む
態

度
を

「〈
意
味

に
よ
る

テ
ラ
ペ
イ
ア

パ

ト

ス

生
成
〉

へ
の
奉
仕
」
と
表
現
し
た
い
。
そ
れ

は
勝
れ
て

「受
苦

(感

受
)
的
」
な

「心
術
」
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ

テ
ラ
ペ
イ

ア

の

「奉
仕
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

二
重

の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ま
ず
第

一
に
、
大
人
が

「
子
ど
も
と
共
に
生
き
る
状
況
」
に
お
い

ロ

コ

ス

て
、
そ
の
子
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
だ

け
で

〈
意
味
〉
に
満
ち

た
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に

「イ

エ
ス
と
言
う

O
餌

saσq
en
)
」
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
と
き
、
子
ど
も
は
確
か
に

〈
他
者
〉
に
は
違

い
な

い
が
、
大
人
は
そ
の

〈他
性
〉
を

〈
汝
、
殺
す

な
か
れ
!
〉
と
い
う

「禁
止
の
命
令
」
と
し
て
受
け
取

っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
の
子
と
共
に

「善
く
生
き
る
た
め
の
命
令
」、
す
な
わ
ち

〈
汝
、
愛

(救
済
)
せ
よ
、
そ
し
て
汝
の
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
成
れ
!
〉

と
い
う
命
令
と
し
て
受
け
取

っ
て
い
る
。
大
人
自
身
が
そ
の
こ
と
に
献
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身
で
き
る
よ
う
に
自
己
を
ひ
ら
く
訓
練

(受
苦
能
力
の
自
己
鍛
錬
)
は
、

や
が
て

「世
界
」
に
対
す
る
根
源
的
信
頼
の
醸
成

へ
と
繋

っ
て
い
く
の

ロ
ゴ

ス

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は

〈意
味
〉

が
隠
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と

へ
の
信
頼
を
大
人
自
身
が
次
第
に
受
肉

化
し
て
い
く
の
と
呼
応
し
て
、
子
ど
も
の
中
の

「世
界
」
に
対
す
る
基

本
的
信
頼
も

一
層
確
固
な
も
の
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が

コ

コ

ス

大
人
の

〈意
味
〉

へ
の
信
頼
を
さ
ら
に
深
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

テ
ラ
ペ
イ
ア

に

「奉
仕
」

の
こ
こ
ろ
が
け
は
、
や
が
て
心
の
習
性
態

(h
鑓b
ぎ

s)

と
し
て
の

「心
術
」

へ
と
生
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

テ
ラ
ペ
イ
ア

ロ

ゴ

ス

し
た
が

っ
て
、
第
二
に
、
大
人
が

「奉
仕
」
す
る
と
こ
ろ
の

〈
意
味

ロ
ゴ

ス

に
よ
る
生
成
〉
は
、
単
に
子
ど
も
が

〈
意
味
〉
に
よ
っ
て
生
成
す
る
事

態
を
指
す
だ
け
で
は
な
い
。
子
ど
も
の
生
成
が
大
人
の
生
成
を
促
し
、

大
人
の
生
成
が
子
ど
も
の
生
成
を
促
進
す
る
、
こ
の
よ
う
に
し
て

「世

界
」
自
身
が
生
成
す
る
。
そ
う
い
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
の
生
成

作
用
を
も
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
働
き
合

い
を
成
就
さ

せ
て
い
る
も
の
が
、
計
り
知
れ
な

い
ロ
ゴ
ス
の
働
き

(〈
意
味
〉
経
験

を
通
し
て
働
く
、
計
り
知
れ
な
い
〈超
意
味
〉
の
働
き
)
な
の
で
あ

っ
て
、

ロ
ゴ

ス

そ
れ
に
身
体
を
共
鳴
さ
せ
、
参
入
し
て
い
く

こ
と
ー

こ
れ
が

「〈意
味

テ
ラ
ペ
イ
ア

に
よ
る
生
成
〉

へ
の
奉
仕
」
の
最
も
根
源
的
な
意
味
で
あ
る
。

ひ
と
は

「摂
理
に

一
つ
の
機
会
を
与
え
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
…
そ
の
機
会
と
は
、
す
な
わ
ち
、
「あ
ら
ゆ
る
個
々
の
人
間
生

成
と
い
う
、
常
に
新
た
な
奇
跡
」
を
成
就
し
、

一
人
の
新
し
い
人

間
を
創
造
す
る
と
い
う
機
会

で
あ
る
。
こ
の

「創
造
」
は
、
な
ん

と
言

っ
て
も
、
証
言
す
る
人
、
こ
の
奇
跡
を
証
す
る
人
に
よ
っ
て

可
能
に
さ
れ
る
の
だ
。
(
(
2
)

S
.H◎。。。)

フ
ラ
ン
ク
ル
が
示
唆
し
た
の
は
、
日
常
生
活

の
中
で
具
体
的
な

〈意

味
〉
を
求
め
て
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
生
き
る
人
間
は
、
ど
ん
な
場
合
で

も
実
の
と
こ
ろ
ロ
ゴ
ス

(宇
宙

の
理
法
ハ
摂
理
)
の
恵
み
を
受
け
取
り

得
る

「器

(う

つ
わ
)」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
宗
教
的
自
覚

ロ

コ
ス

の
あ
る
な
し
に
拘
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
。
〈
意
味
〉
か

ら
の
呼
び
か
け
を
聴
き
取
る
セ
ン
ス
を
洗
練
さ

せ
る
訓
練
は
、
や
が
て

「摂
理
に

一
つ
の
機
会
を
与
え
る
」
(ヤ
ス
パ
ー

ス
)
役
割
を
果
た
す
と

い
う
自
覚
に
ま
で
深
ま

っ
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

こ
の

「摂
理

(
ロ
ゴ
ス
)」
の
働
き
の
計
り
知
れ
な
さ
、
す
な

わ
ち

「奇
跡
」
に
立
ち

あ
か

し
び
と

会
う

「
証
人
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
「奉
仕
者
」
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
近
代
の
専
門
分
化
と
物
象
化
に
よ

っ

て
隠
蔽
さ
れ
た
、
人
を
助
け
成
ら
し
め
る
す
べ
て
の
援
助
者

の
使
命
に

コ
ア

通
底
す
る
共
通

の
核
に
他
な
ら
な
い
。
「子
ど
も
と
共
に
生
き
る
状
況
」

に
お
い
て
も
そ
れ
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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*
フ
ラ
ン
ク
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
文
中
に

(番
号
、
頁
)

の
順
で
略
記
し
て
い
る
が
、
以
下
が
そ
の

一
覧
で
あ
る
。
な
お
引
用

に
際
し
て
は
、
括
弧
内
の
邦
訳
に
学
び

つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
改
訳

さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

(1)

…
…
ミ

藝

ミ
智

§
ミ
密
◎§

⇔ミ

§
」
倒
§
き

き
ミ
禽

ミ
§

§
切

き

§

蕊
§

騎
も
碁

き

d
h
αq
e
蚕

e
>
U
s
σq
傷
b
e
"
8
>
ら

●
U
e
償
tsc
h
O
「

ぎ

の
c
h
e
n
b
犀
c
h
≦

『
-.
竃
U
昌
c
h
e
n
」
㊤
。。
。。
.(
霜

山

徳

爾

訳

『
夜

と
霧

』

み

す

ず

書

房

/

池

田
香

代

子
訳

『夜

と

霧
ー

新

版
1

』

み
す

ず

書

房

)

(2)

導

こ
偽§

蕊
魯

さ

§

鳶
e
e
『
d
n
b
巴
h
讐

寓
e
n
s
貸
ε
"u
r
u
c
h
鐙
e
s
e
h
e
n
O

Z
2

窪

sαq
g
b
e
"
ζ
ぎ

c
h
e
n
"
戸
㊤
㊤
ρ

(山

田
邦

男

監

訳

『
制

約

さ

れ

ざ

る
人

間

』

春

秋

社

)

(3)

b
偽
こ

鳴
ミ
§

§

さ

§

き

§

§
。
㌧
ミ
篤§

防ン

U
『
U
c
諾

e
s
e
h
2

e

Z
の§
u
sひq
拶b
e
"
ζ
U
n
c
h
en
"
-8
ρ

(真
行
寺
功
訳

『苦
悩
の
存
在

論
』
新
泉
社
/
山
田
邦
男

・
松
田
美
佳
訳

『苦
悩
す
る
人
間
』
春

秋
社
)

(4)

b
措

砺
き
ミ
ざ

題

ミ

叙
ミ

き

ミ

偽
ミ
鳴
§

焼帖
."
。。
・
A
島

.
国
p
e
「
帥
c
o
●

ぎ

rH
お

。。
鉾

(
山

田
邦

男

・
松

田

美

佳

訳

『
そ

れ

で

も

人

生

に

イ

エ
ス

と

い
う
』

春

秋

社

)

(豆)

b
ミ

ミ
ミ
鳴
§

ミ

敦
§

b

r
w
e
ite
r
to
Z
e
§

u
超

9
b
e
"
冨

雪

c
h
e
n
"

お
㊤
ド

(
山

田
邦

男

監

訳

『
意

味

へ
の
意

志

』

春

秋

社

)

(3)

§

》
ミ
創
薦

ミ
ミ

9

§

、
国
r
w
e
ite
r
te
Z
2

a
ロ
s
ひq
潜
b
e
"
ζ

§

c
h
e
n
"

ち
㊤
↑

(
山

田
邦

男

・
松

田

美

佳

訳

『
宿

命

を

超

え

て
、

自

己

を

超

え

て

』

春

秋

社

)

(7)

§
鳴
§
簿
黛
ミ

§
§

§

§

§

魯

駄
き

§
噛養

§
蕊
§
◎
(「國

學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
二
十
四
号
、

一
九
六
九
年

所
収
)

註

(1
)

ロ
ゴ
テ
ラ
ピ
ー
と
実
存
分
析
は
い
ず
れ
も

「精
神
的
な
も
の
に

方
向
付
け
ら
れ
た
」
臨
床
哲
学
を
意

味
す
る
が
、

ロ
ゴ
テ
ラ

ピ
ー
は

「精
神
的
な
も
の
か
ら
」

の
療
法
と
い
う
臨
床
的
実

践
と
し
て
、
実
存
分
析
は

「精
神
的
な
も
の
に
向
か
っ
て
」
の

人
間
存
在
解
明
の
研
究
方
向
と
し
て
、

一
応
区
別
さ
れ
る
。
し

か
し
、
最
近
の
西
欧

の
ロ
ゴ
テ
ラ
ポ

イ
ト
た
ち
は
、
理
論
と

実
践
が
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

い
う
自
覚
か
ら
、
常
に

Hb
Oq
O
th
e§
p
ie
u
n
自
団
巴
ste
n
鑓
n
Plく
s
e
と
併
記
す
る
こ
と
が
通

例
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
再
解

釈
の
便
宜
上
、

一
応
の
区
別
を
念
頭
に
お
い
て
使
い
分
け
て
い

る
。

(
2
)

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
場
合
、
非
連
続
的
な

〈
覚
醒
〉
の
み
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を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
自
明
な
る
日
常
世
界
の

「透
明
化
」

に
よ
り
、

一
つ

一
つ
の
日
常
的
経
験
や
行
為

の
尊
厳
を
取
り
戻

さ
せ
よ
う
と
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。

(
3
)

古

川
清
風
編
著

『ギ
リ
シ
ャ
語
辞
典
』
(大
学
書
林
)
参
照
。

(
4
)

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
と
後
期

ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
転
回

以
降
の
思
想
と
の
親
近
性
は
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

問
題
は
お
い
て
お
き
た
い
。

(
5
)

パ
ト
ス
は
こ
こ
で
は
限
定
さ
れ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
当
然
な
が
ら
美
的
直
覚
は
身
体
を
媒
体
と
す
る
か
ら

パ

ト

ス

〈
受
苦
〉
に
も
通
じ
て
い
る
。

(6
)

フ
ラ
ン
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
印
象
深
く
述

べ
て
い
る
。
「人
間

が
自
分
と
の
対
話
に
お
い
て
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
汝
と
の
対

話

に
お
い
て
話
し
か
け
る
も
の
が

『無
』
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ

る
の
は
、
そ
れ
が
、
…
…
あ
ら
ゆ
る
存
在
者

の
根
拠
で
あ

り
、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す
。
『見
よ
、
た
と
え
彼

が
私
の
そ
ば
を
通
り
過
ぎ
て
も
、
私
に
は
何
も
見
え
な
い
。
ま

た
、
た
と
え
彼
が
漂
い
す
ぎ
て
も
、
私
は
少
し
も
彼
に
気
づ
か

な

い
』
(
ヨ
ブ
記
、
第
九
章
第
十

一
節
)
。
」
(
(
3
)
S
.3
7
1
/
山
田

邦
男

・
松
田
美
佳
訳

『苦
悩
す
る
人
間
』

一
九
六
頁
)

(7
)

ミ

ツ
シ
ェ
ル

.
フ
ー

コ
ー

『臨
床
医
学
の
誕
生
』
(み
す
ず
書

房
)
第
七
章
参
照
。

(
8
)

ポ
ー
ル

・
リ
ク
ー
ル
、
久
米
博
訳

『他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』

(法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
六
年
)

四

一
九
頁
.
な
お
、
内

容

の
解
釈
に
際
し
て

「訳
者
あ
と
が
き
」
を
参
照
し
た
。

(
9
)

こ
こ
で
リ
ク
ー
ル
の
思
想
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
よ
り
正
確
に
は

「正
し
い
制
度
に
お
い
て
他
者
と
と
も
に
、

他
者

の
た
め
に
善
く
生
き
、

こ
の
願
望

を
も
つ
者
と
し
て
自
己

自
身
を
評
価
す
る
こ
と
を
自
分
が
命
令

さ
れ
て
い
る
と
認
識
す

る
こ
と
」
(同
、
四
三
三
頁
)
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(近
畿
大
学
)
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Der Dienst  (therapeid) an  "das Werden durch den Sinn (logos)" 

Die Vertiefung der Bedeutsamkeit der Erziehung durch die Umdeutung 

der klinische Philosophie V. E.  Frankls

Tetsuo Okamoto 

Universitat KIN-KI 

Assistenzprofessor

Dieser Aufsatz ist  ein Versuch, die klinische Philosophie V. E.  Frankls, die 

 „Logotherapie  und  Existenzanalyse" genannt wird, als den Dienst  (therapeid) an  "as 

Werden durch den Sinn (logos)" zu beurteilen,  und dann dadurch die Bedeutsamkeit 

der Erziehung zu vertiefen. 

Die Frage nach dem Sinn des Lebens liegt immer schon auf den Boden der 

menschlichen  und zwischenmenschlichen Tatigkeit. Seine klinische Philosophie 

kann so verstanden werden,  da13 sie den Begriff  „Sinn" ,,auf die  State einer 

fortwahrenden Begegnung des Endlichen mit dem Unendlichen" setzt,  und 

aus diesem  Stiitzpunkt heraus die Menschwerdung zu  erlautern versucht. Die 

 Logotherapie  und Existenzanalyse" hat die Bestimmung,  seinen eigenen Sinn 

finden zu lassen. Also hat sie auch die  „Besinnung"  und  Gesinnung" den  Alltag 

durchsichtig zu machen  namlich durch ihn hindurch sehen zu lassen auf das Ewige 

und dann auch sehen zu lassen, wie dieses Ewige auf das Zeitliche (das Alltagliche) 

zuruckverweist. 

Der Begriff  ,,Sinn (logos)" ist immer schon mit  „Leiden (pathos)" unterteilbar 

in der Wirklichkeit seiner praktische Philosophie. Beide sind zwei Brennpunkte 

seiner Anthropologie. Aber niemand hat bis jetzt verstanden  daB beide  „immer 

schon unterteilbar" sind. Also richten wir hier unseren  Buick darauf  und versuchen 

daraus seine Philosophie umzudeuten. Danach werden wir zum Wesen seines 

Glaubens  gefiihret.  „Die Bezogenheit auf  ein Unbeziehbares" so  erklarte er es in 

paradoxer Weise. Dieses paradoxe  Verhaltnis zum Transzendentalen liegt immer 

schon auf dem Grund der Alltaglichkeit die wir auch mit Kinders zusammen leben. 

So, was ist im tiefsten Sinn die Gesinnung der  frankische praktischen Philosophie? 

 „Man  miisse der Vorsehung eine Chance geben" so sagte Frankl. Das  mu13 der Kern 

der Gesinnung  aller Berufe sein, die die Bestimmung menschlicher  Unterstiitzung 

haben. Aber in der Zeit der Spezialisierung  und des Empirismus wird sie vergissen, 

auch auf dem Feld der Erziehung.
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