
実

存

哲

学

の

問

題

性

|
|
一
九
三
0
年
代
前
半
の
カ
l
ル
・
ヤ
ス
パ

l
ス
の
場
合
|
|

は
じ
め
に

一
九
三

0
年
代
前
半
に
お
け
る
ヤ
ス
パ

l
ス
の
哲
学
上
の
課
題
の
一
つ

と
し
て
、
実
存
哲
学
の
樹
立
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
に
通
り
で
あ

る
。
彼
の
問
題
意
識
は
、
精
神
的
状
況
に
生
き
る
自
己
実
現
の
可
能
性
へ

向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
自
己
実
現
が
模
索
さ
れ
る
際
に
は
、
日

常
的
に
生
き
る
現
存
在
と
し
て
の
自
己
と
は
差
別
化
さ
れ
た
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
た
c

こ
の
よ
う
な
自
己
実
現
の
機
会
を
、
彼
は
実
存
哲
学
の
も

と
で
考
察
し
た
の
で
あ
っ
た
。

日
常
生
活
を
営
む
自
己
が
社
会
的
関
係
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
実
存
的
な
自
己
実
現
は
、
他
者
へ
の
積
極
的
な
共
同
的
関
係

に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
他
者
と
の
接
触
の
機
会
を

ヤ
ス
パ
!
ス
は
「
実
存
的
交
わ
り
」
と
術
語
化
し
、
そ
れ
の
過
程
と
し
て

「
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た

G

こ
こ
で
は
ヤ
ス
パ

1
ス
の
突
わ
り
の
哲
学
を
導
き
の
糸
と
し
て
、
他
者

と
の
接
触
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
間
題
に
着

士
口

真

哉

田

手
す
る
こ
と
で
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
初
期
実
存
哲
学
の
意
義
と
問
題
性
を
指

摘
す
る
と
同
時
に
、
彼
の
そ
の
後
の
思
想
的
展
開
の
必
然
的
根
拠
を
浮
き

彫
り
に
す
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
目
標
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

そ
こ
で
ま
ず
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
初
期
実
存
哲
学
の
問
題
に
関
し
て
、
時

代
状
況
上
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め

に
、
さ
し
あ
た
り
ロ
ス
ル
ド
の
見
解
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。
ロ
ス
ル
ド

は
、
一
九
三

C
年
代
前
半
の
ド
イ
ツ
哲
学
の
状
況
を
、
歴
史
性
の
概
念
に

対
す
る
関
係
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ス
ル
ド
の
研
究

成
果
を
引
き
合
い
に
だ
す
こ
と
で
、
歴
史
性
と
実
存
の
関
係
を
明
ら
か
に

し
て
お
く
。
そ
し
て
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
実
存
的
交
わ
り
と
自
己
実
現

の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
ロ
ス
ル
ド
の
研
究
に

注
目
す
る
理
由
は
、
彼
が
把
握
し
て
い
る
ヤ
ス
パ

l
ス
像
に
こ
そ
、
交
わ

り
の
後
景
に
な
っ
て
い
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
あ
い
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
ヤ
ス
パ

i
ス
の
初
期
実
存
哲
学
の
問
題
性
を
指
摘

す
る
こ
と
に
資
す
る
か
ら
で
あ
る
ロ
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精
神
的
共
同
体
と
歴
史
性

ロ
ス
ル
ド
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
戦
争
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
に
、
一
九
三

0
年
代
に
い
た
る
ド
イ
ツ
の
思
想
状
況
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
思
想
家
た

ち
に
言
及
し
て
い
る
。
ヤ
ス
パ

l
ス
に
関
す
る
問
題
も
、
こ
の
文
脈
内
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ロ
ス
ル
ド
は
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
ロ
b
m
o
r
a
と
い
う
標

語
を
主
軸
と
し
て
、
こ
の
間
題
へ
迫
っ
て
い
こ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の

標
語
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
一
連
の
思
想
家
た
ち
に
よ
り
共
有
さ
れ

た
危
機
意
識
か
ら
醸
成
し
て
い
っ
た
。
こ
の
危
機
意
識
は
、
テ
ン
ニ
エ
ス

に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
区
分
、
す
な
わ
ち
「
共
同
体
(
の

g
E
S岳
民
門
)
と

社
会
(
の

g
o
r
n『
島
こ
と
い
う
区
分
が
独
自
に
受
容
さ
れ
た
結
果
に
よ

る
。
よ
り
詳
し
く
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
精
神
的
な
結
束
(
共
同
体
)
と
物

質
に
基
づ
く
つ
な
が
り
(
社
会
)
と
を
区
分
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
つ

な
が
り
が
肥
大
化
し
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
疑
問
符
が
共
有
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
人
聞
は
社
会
的
に
生
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
精
神

的
に
生
き
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
な
生
活
様
式
が
支
配
的

に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
応
じ
て
、
精
神
的
な
結
束
を
擁
護
す
る
主
張
が
活

発
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
精
神

的
な
結
束
の
機
会
と
し
て
戦
争
を
捉
え
、
戦
争
へ
込
め
ら
れ
た
精
神
的
意

義
の
賛
意
を
あ
ら
わ
し
た
特
殊
な
標
語
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
で
は
こ
の
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
よ
り
案
出
さ
れ
た
、
当
時

の
危
機
に
対
す
る
救
済
措
置
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て

ロ
ス
ル
ド
は
、
「
神
秘
的
な
経
験
」
志
向

P
2
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

経
験
は
、
個
々
の
人
聞
が
国
家
全
体
を
代
表
し
て
行
為
す
る
こ
と
で
、
「
国

家
内
部
で
実
現
さ
れ
る
統
こ
と
「
精
神
的
充
実
」
と
い
う
「
類
ま
れ
な

経
験
」
を
実
感
可
能
に
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る

{
E
p
t。

「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
個
々
の
人
間
と
全
体
と
し
て
の
国
家
の
無
媒

介
的
(
直
接
的
)
な
統
一
を
促
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦
場
で
の
死
は
無
意

味
な
・
も
の
で
は
な
く
な
り
、
む
し
ろ
国
家
統
一
を
精
神
的
に
支
え
る
結
束

の
証
(
犠
牲
と
し
て
の
死
)
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
秘
的
経

験
を
支
え
、
全
体
の
た
め
に
自
分
自
身
の
死
の
決
断
を
助
長
さ
せ
た
の
が

「
共
同
体
の
パ
ト
ス
と
全
体
の
パ
ト
ス
」
口
E
a
-
-
2
で
あ
る
。
こ
の
パ
ト

ス
を
め
ぐ
り
、
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
一
般
的
に
認
容
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
戦
争
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
主
張
さ
れ
て
い
く
に
応
じ
て
、
た

と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、
物
質
に
対
す
る
精
神
の
優
位
を
端
的
に
一
部
す
「
ド

イ
ツ
国
家
の
真
の
魂
」

E
E
4
4
も
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ロ
ス

ル
ド
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
的
本
質
と
同
一
視
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
家
の
真
の
魂

に
関
す
る
議
論
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
も
沈
静
化
す
る
こ
と
な
く
、
第

二
次
世
界
大
戦
へ
と
受
け
継
が
れ
、
哲
学
的
に
徹
底
化
さ
れ
た
点
を
問
題

視
し
て
い
る
。
こ
の
徹
底
化
は
、
ド
イ
ツ
国
家
の
真
の
魂
を
「
歴
史
性
」

{5Pい
旦
と
い
う
哲
学
的
概
念
へ
く
み
上
げ
て
い
く
過
程
に
よ
り
遂
行

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
ヤ
ス
パ

l
ス
も
ま
た
、
物
質
に
よ
る
つ
な
が
り
(
社
会
)
に
対
比

さ
せ
て
精
神
的
な
結
束
(
共
同
体
)
の
意
義
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も

や
は
り
社
会
的
関
係
に
対
す
る
危
機
意
識
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る

G

そ
こ
で
ヤ
ス
パ

l
ス
は
精
神
的
結
束
の
「
実
質

(ω
与
件
自
己
」
と
し
て
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「
歴
史
性
」
口

g
ω
H
L
S
を
掲
げ
、
こ
れ
と
対
比
さ
せ
る
か
た
ち
で
「
現

存
在
秩
序
に
正
門
?
お
]
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
歴
史
性
に

基
づ
く
結
束
が
共
同
体
を
あ
ら
わ
し
、
現
存
在
秩
序
に
よ
り
つ
な
が
り
が

社
会
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
こ

の
現
存
在
秩
序
は
、
人
閣
を
全
体
的
に
支
配
す
る
技
術
を
基
盤
に
し
た
当

時
の
社
会
的
状
況
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
こ
の
現
存
在
秩
序
が
問
題
視
さ

れ
る
の
も
、
そ
れ
に
よ
り
人
聞
が
「
無
世
界
的
」

{FE--
怠
]
に
な
る
か
ら

で
あ
る

Q

そ
れ
も
や
は
り
、
「
自
ら
の
根
拠
か
ら
は
な
れ
、
意
識
さ
れ
た

歴
史
な
く
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
現
存
在
の
連
続
性
を
も
た
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
人
聞
は
人
間
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
{
笠
丘
と
い
う
彼

の
実
存
哲
学
固
有
の
立
場
か
ら
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
打

ち
出
さ
れ
た
の
も
、
精
神
的
な
鹿
し
さ
(
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
)
を
い
か
に
し
て

充
実
さ
せ
る
の
か
と
い
う
彼
自
身
の
問
題
意
識
に
よ
る
。
こ
の
問
題
に
対

し
て
、
彼
は
物
質
に
基
づ
く
人
間
関
係
に
で
は
な
く
、
精
神
的
な
結
束
に

お
け
る
人
間
関
係
に
、
そ
の
模
範
像
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ

と
か
ら
ヤ
ス
パ

l
ス
は
、
物
質
に
よ
る
つ
な
が
り
に
対
し
て
精
神
的
な
結

束
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
そ
れ
の
核
心
的
な
構
成
要
素
と
し
て
「
歴
史
性
」

を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ヤ
ス
パ

l
ス
の
提
唱
す
る
歴
史
性
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
統
一
性
(
過
去

と
将
来
と
を
現
在
の
行
為
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
)
を
意
昧
し
、
さ
ら
に
は

こ
の
行
為
が
精
神
的
充
実
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
戦
争
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
c

こ
の

点
で
、
ロ
ス
ル
ド
が
歴
史
性
の
パ
ト
ス
と
共
同
体
の
パ
ト
ス
と
を
同
等
に

取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ヤ
ス
パ

l
ス
が
歴
史
性
を
重
要
視
し
て
い
る
の
も
、
そ
れ
が
「
自
己
実

現
の
過
程
に
お
け
る
実
存
の
あ
ら
わ
れ
」
口

gs・
EO]
を
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
実
存
は
既
存
的
な
過
去
の
現
存
在
に
所
与
的
に

関
係
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
将
来
へ
の
行
為
に
よ
っ
て
過
去
の
現
存
在
を
変

容
さ
せ
る
現
在
の
自
由
な
可
能
性
(
歴
史
的
統
一
性
)
と
し
て
示
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
性
に
お
け
る
自
己
実
現
の
過
程
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ

l
ス

は
「
歴
史
的
意
識
の
根
本
態
度
」
と
し
て
、
「
交
わ
り
へ
踏
み
入
っ
て
く

る
他
者
」
の
存
在
を
重
要
視
し
て
い
る

{
E
E。
歴
史
性
は
「
他
者
固
有

の
歴
史
性
」

{
F
E・
]
と
の
関
係
の
な
か
に
存
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
た

と
え
そ
れ
が
一
つ
の
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
身
の
歴
史
性
を
絶
対
化

し
、
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
他
者
固
有
の

歴
史
性
へ
の
暴
力
的
行
為
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
だ
が
彼
の
考
え
る
実

存
的
交
わ
り
に
お
け
る
自
己
実
現
は
、
他
者
に
対
す
る
暴
力
的
行
為
を
認

め
て
は
い
な
い
。
他
者
を
否
定
す
る
だ
け
の
闘
争
は
、
自
己
実
現
の
契
機

に
な
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
「
自
己
自
身
を
標
準
化

す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
意
識
の
喪
失
を
意
昧
し
、
交
わ
り
を
た
つ
」

{
E
F

E
斥
}
こ
と
に
な
る
ロ
精
神
的
結
束
の
実
質
で
あ
る
歴
史
性
は
、
他
者
と

の
交
わ
り
を
通
じ
て
本
来
的
な
自
己
実
現
を
促
す
の
で
あ
り
、
こ
の
自
己

実
現
が
ひ
る
が
え
っ
て
精
神
的
結
束
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
精
神
的
結
束
は
、
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
処
方
筆
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
徹
頭
徹
尾
、
個
人
の
充
実
感
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ヤ
ス
パ

l
ス
は
、
実
存
的
な
自
己
実
現
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
物

質
に
よ
る
つ
な
が
り
に
対
す
る
精
神
的
結
束
の
実
質
(
歴
史
性
}
を
指
し
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示
そ
う
と
試
み
た
。
彼
の
こ
の
意
図
の
な
か
に
は
、
ロ
ス
ル
ド
が
明
ら
か

に
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
三

0
年
代
へ
の
思
想
史
的
状
況
の
コ
ン
テ
キ

ス
ト
が
脈
打
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
c

歴
史
性
に
お

い
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
ヤ
ス
パ

l
ス
の
救
済
措
置
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
実
存
的
な
自
己
実
現
を
交
わ
り
に
お
い
て
遂
行

す
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ス
ル
ド
の
次
の
見
解

は
、
的
を
射
た
的
確
な
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
個
人
が
ひ
る
が

え
っ
て
「
歴
史
的
全
体
性
に
よ
る
民
族
共
同
体
(
国
民
同
胞
)
に
属
す
る

も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
感
得
す
る
場
合
に
、
同
時
代
の
社
会
に
よ
る
絶
滅

は
防
が
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
[
宮
ち
r
N
2
0
そ
し
て
こ
の
結
束
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
他
者
と
の
交
わ
り
を
通
じ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
歴
史
性
は
、
そ
の
都
度
の
各
自
の

行
為
(
決
断
)
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
実
現
の
機
会
を

聞
か
せ
る
他
者
と
の
交
わ
り
が
、
精
神
的
結
束
を
強
め
る
た
め
に
必
要
不

可
欠
な
要
素
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
こ
こ
で
は
見
落
と

し
て
は
な
ら
な
い
実
存
の
問
題
性
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
存
的
交
わ
り

交
わ
り
は
、
ヤ
ス
パ
!
ス
の
実
存
哲
学
の
試
金
石
で
あ
る
と
同
時
に
、

精
神
的
な
結
束
を
強
め
る
た
め
に
不
可
避
的
な
他
者
へ
の
現
実
的
態
度
を

意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
吏
わ
り
は
、
二
つ
の
異
な
る
段
階
で
考

察
さ
れ
て
い
る
。
一
方
が
「
実
存
的
交
わ
り
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
他
方
で
そ
れ
は
「
現
存
在
の
交
わ
り
」
と
い
わ
れ
る
。
実
存
的
交
わ

り
が
「
愛
し
な
が
ら
の
闘
争
」
と
い
う
過
程
に
よ
り
進
展
す
る
の
に
対
し

て
、
現
存
在
の
吏
わ
り
は
、
「
暴
力
」
を
と
も
な
う
「
闘
争
」
山
さ
え
も
惹

起
さ
せ
る
。
後
者
の
交
わ
り
が
物
質
的
な
基
盤
の
確
保
に
専
念
す
る
こ
と

で
築
か
れ
る
社
会
的
な
関
係
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
前
者

の
交
わ
り
は
、
精
神
的
・
人
格
的
な
共
同
的
関
係
を
構
築
す
る

Q

交
わ
り
を
こ
の
よ
う
に
分
け
る
の
も
、
他
者
に
対
す
る
態
度
の
決
定
的

な
差
異
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
や
は
り
、
ロ

ス
ル
ド
が
提
起
し
た
一
九
三

0
年
代
へ
の
思
想
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
た

ぐ
り
寄
せ
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
物
質
に
よ
る
社

会
的
関
係
に
お
け
る
他
者
と
の
交
わ
り
が
現
存
在
の
突
わ
り
に
等
し
く
、

実
存
的
交
わ
り
は
精
神
的
共
同
体
を
存
立
さ
せ
る
基
盤
に
な
っ
て
い
る
。

ヤ
ス
パ

l
ス
が
実
存
哲
学
を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
問
題
意

識
の
重
点
は
実
存
的
交
わ
り
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
社
会
的
関

係
に
対
す
る
精
神
的
結
束
の
場
を
模
索
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
で
あ
る
。

ヤ
ス
パ

l
ス
は
、
現
存
在
の
交
わ
り
に
よ
る
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て

は
、
個
人
の
な
か
に
「
不
満
」
口

g
倍
増
問
問
]
が
残
る
と
す
る
。
あ
た
か
も

時
計
の
歯
車
の
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
自
己
は
社
会
全
体
の
な
か
で
代
替
可

能
な
「
機
能
」
と
し
て
存
在
し
、
「
自
我
そ
の
も
の
」
と
し
て
代
替
不
可

能
に
存
在
す
る
《
私
〉
が
度
外
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

{
笠
丘
。
こ
の
よ
う
な
不
満
は
、
他
者
と
の
実
存
的
な
か
か
わ
り
に
お
い

て
解
消
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
他
者
は
、
自
己
に
と
っ
て
深
い
関
係
に
結

ば
れ
た
他
者
で
あ
り
、
い
う
な
れ
ば
「
代
替
不
可
能
な
他
者
」

{E丘
で

あ
る
ο
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こ
の
他
者
が
代
替
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
他
者
と
の
交
わ
り

は
「
類
例
の
な
い
連
帯
性
」

{FE--
∞
印
}
を
築
き
上
げ
て
い
く
。
こ
の
点
で

ヤ
ス
パ

l
ス
は
、
「
最
も
親
し
き
友
人
」
{
管
内

r
g
}
を
具
体
的
に
考
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
い
か
に
し
て
独
自
の
連
帯

性
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。

私
が
私
で
あ
る
以
上
、
つ
ま
り
〈
私
〉
と
し
て
限
定
づ
け
ら
れ
て
い
る

以
上
、
私
は
私
で
し
か
な
く
、
他
者
で
は
な
い
。
私
が
他
者
で
は
な
い
こ

と
か
ら
、
私
は
《
私
》
と
い
う
限
界
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
私
が
他
者
と
ま
っ
た
く
異
な
り
、
完
全
に
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
他
者
と
の
共
同
関
係
は
問
題
に
な
る
こ
と

が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
者

と
の
共
同
関
係
の
な
か
で
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
関
係
を
構
築
す

る
他
者
へ
の
接
触
は
、
あ
る
と
き
は
攻
撃
に
な
り
、
あ
る
と
き
は
承
認
に

な
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
都
度
的
な
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
私
に
と
っ
て
最
も
親
し
い
友
人
で
あ
ろ
う
と
、
い
わ
ん
や
私

が
生
涯
を
か
け
て
伴
侶
と
し
て
決
め
た
結
婚
相
手
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の

親
し
き
者
た
ち
と
私
と
が
衝
突
し
、
最
終
的
に
は
破
局
を
迎
え
て
し
ま
う

の
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
彼
ら
が
私
に
と
っ
て
の
他
者
、
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
そ
の
都
度
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
代
替
不
可
能
な
他
者
と

の
接
触
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
言
葉
を
か
り
て
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
「
冒
険
」
{
刊
誌
p
・
8}
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
闘
争
(
衝
突
)
す
る
他
者
と
、
そ
れ
で
も
連
帯
性
が
築

き
上
げ
ら
れ
る
理
由
は
、
そ
こ
で
の
闘
争
相
手
が
「
肯
定
(
回
&
岱

2
口問)」

ロ
V
E
-
-
gご
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
肯
定
は
、
他
者
を
愛
す
る

こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
闘
争
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
己
を
否

定
の
対
象
に
す
る
u

「
私
は
、
自
己
を
獲
得
す
る
た
め
に
(
可
能
的
実
存

と
し
て
)
、
自
己
を
失
う
(
存
立
し
て
い
る
経
験
的
現
存
在
と
し
て
こ

{EP・
8]。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
過
去
の
自
己
自
身
を
否
定
す
る
媒
介
と

な
る
伯
者
は
、
そ
れ
と
同
時
に
将
来
へ
の
自
己
実
現
の
機
会
を
開
い
て
さ

え
く
れ
る
の
で
あ
る
。
実
存
的
交
わ
り
の
問
題
は
、
こ
こ
に
集
約
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
他
者
と
の
交
わ
り
も
結
局
の
と
こ
ろ
、

歴
史
性
に
お
け
る
自
己
陶
冶
の
問
題
に
収
敵
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
他
者
に
出
会
う
前
に
他
者
を
先
取
り
で
き
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
他
者
は
も
は
や
代
替
可
能
な
他
者
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
ヤ

ス
パ

l
ス
は
、
実
存
的
交
わ
り
と
し
て
関
係
が
結
ぼ
れ
る
他
者
を
主
題
化

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
代
替
不
可
能
な
他
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
個
人
に
と
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
他
者
一
般
と
し
て
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
代
替
不
可
能
な
他
者
と
の
類
例
の
な
い
連

帯
性
を
築
き
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
そ
れ
と
同
時
に
、

個
人
の
代
替
不
可
能
性
を
示
す
こ
と
に
な
り
、
先
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
代
表

さ
れ
る
不
満
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
考

察
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
ヤ
ス
パ
!
ス
の
実
存
的
交
わ
り
の
問
題
性
は
、

実
存
相
互
の
連
帯
性
に
そ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り

実
の
と
こ
ろ
'
自
己
中
心
的
な
精
神
世
界
の
構
成
が
悶
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
、
と
。
こ
の
捉
え
方
は
、
彼
の
戦
争
解
釈
の
問
題
に
か
か
わ
る
重
要
な

論
点
の
一
つ
で
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ヤ
ス
パ

l
ス
は
、
こ
の
実

存
的
交
わ
り
を
主
軸
と
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
問
題
を
実
存
哲
学
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の
立
場
か
ら
応
答
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
官
そ
し
て
こ
の
よ
う
に

し
て
、
〈
私
》
が
《
わ
れ
わ
れ
〉
へ
と
な
っ
て
い
く
過
程
が
実
存
的
現
実

性
と
し
て
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
る

T
精
神
的
充
実
感
を
と
も
な
う
結
束

力
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
強
固
に
な
っ
て
い
く
c

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
精

神
的
結
束
を
強
め
る
全
体
性
こ
そ
が
、
歴
史
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

マ
Q
Q

闘
争
に
つ
い
て

時
代
状
況
を
視
野
に
い
れ
て

ヤ
ス
パ

1
ス
に
よ
り
、
精
神
的
結
束
を
強
固
に
し
て
い
く
過
程
は
愛
し

な
が
ら
の
闘
争
と
い
う
形
で
一
市
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
闘
争
は
、

実
存
的
交
わ
り
と
現
存
在
の
交
わ
り
を
区
別
す
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
現

存
在
の
交
わ
り
に
お
け
る
闘
争
か
ら
峻
別
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
実
存
的
な
突
わ
り
は
、
冒
険
に
等
し
い
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
他
者
と
の
実
存
的
な
交
わ
り
を
予
定
的
に
前
も
っ

て
選
択
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
予
定
不
可
能
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
冒
険
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
親
友
を
獲
得
し
よ
う
と
し

て
、
恋
意
的
に
他
者
を
選
別
し
て
も
、
そ
れ
が
成
功
す
る
見
込
み
が
保
証

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
ヤ
ス
パ

l
ス
は
闘
争
に
関
し
て
、
そ
れ
が
変
動
的
で
あ

り
、
実
存
的
・
交
わ
り
に
お
け
る
闘
争
が
、
現
存
在
の
交
わ
り
に
お
け
る
そ

れ
に
も
な
る
可
能
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
「
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
的
な
転
換
に
お
い
て
、
つ
ま
り
愛
し
な
が
ら

の
闘
争
が
不
可
避
的
な
闘
争
へ
踏
み
外
れ
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
暴
力
的

な
闘
争
が
実
存
の
突
発
的
な
接
触
に
お
い
て
克
服
さ
れ
る
か
す
る
こ
と

で
、
一
方
の
闘
争
は
他
方
の
闘
争
に
変
化
す
る
」
志
向
F
M
M
2
0

し
た
が
っ
て
、
現
存
在
の
交
わ
り
に
基
づ
く
社
会
的
な
つ
な
が
り
で
あ

ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
歴
史
性
に
お
け
る
精
神
的
な
結
束
の
場
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
ヤ
ス
パ

l
ス
は
一
方
的
に
そ
れ
を
断
罪
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
次
の
ヤ

ス
パ

1
ス
の
回
顧
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
ヤ
ス
パ

1
ス
は
こ
の

回
顧
を
、
一
九
一
ニ

0
年
代
前
半
と
い
う
時
代
状
況
に
お
い
て
述
懐
し
て
い

守
匂
。
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赤
裸
々
な
姿
に
お
い
て
自
分
自
身
へ
と
完
全
に
投
げ
出
さ
れ
た
単
独

者
に
と
っ
て
、
こ
ん
に
ち
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
彼
が
忠
実
に

(可

5)
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
他
な
る
単
独
者
と
は
じ
め
る
と
い

う
こ
と
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
戦
争
末
期
に
後
退
し
て
い
っ
た
前
線

を
、
ド
イ
ツ
の
兵
士
が
こ
こ
か
し
こ
で
固
守
し
、
さ
ら
に
単
独
者
と

し
て
自
身
を
み
て
い
た
よ
う
に
し
て
、
破
滅
を
前
に
し
た
最
後
の
瞬

間
で
あ
ろ
う
と
も
祖
国
を
守
護
し
、
不
敗
の
意
識
を
ド
イ
ツ
人
の
記

憶
へ
植
え
つ
け
る
と
い
う
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
命
令
を
、
そ
れ
で
も

自
己
主
張
と
自
己
犠
牲

G
W
F
Z
E毛
布
ロ
ロ
包
自
己

5
1
0
5
)
に
お

い
て
惹
起
さ
せ
た
と
い
っ
た
感
動
的
な
報
告
が
あ
る
が
、
こ
の
報
告

は
、
そ
れ
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
現
実
性
を
、
現

在
の
可
能
性
一
般
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
口
部
出
司

毘
R}。



一
九
三

0
年
代
前
半
の
彼
の
眼
に
と
っ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
の

歴
史
的
報
告
と
し
て
残
さ
れ
た
ド
イ
ツ
兵
の
活
動
は
、
ま
さ
に
当
時
の
ド

イ
ツ
人
に
と
っ
て
単
な
る
客
観
的
に
記
述
さ
れ
た
報
告
以
上
の
意
味
が
、

い
う
な
れ
ば
歴
史
的
l
実
存
的
な
意
昧
が
あ
っ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
人
に

と
っ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
ド
イ
ツ
兵
は
過
去
の
現
存
在
で
は
あ
る

が
、
そ
の
現
存
在
を
我
有
化
し
、
将
来
へ
か
か
わ
る
行
為
へ
と
関
連
づ
け

る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
彼
の
歴
史
性
を
意
味
し
て
お

り
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
こ
で
直
載
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ
る
c

し
た
が
っ
て
ヤ
ス
パ

l
ス
の
初
期
実
存
哲
学
に
お
い
て
は
、
戦
争
を
諌
め

る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
賛
美
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
実
存
的
交
わ
り
に
も
、
そ
れ
を
時
代
状
況
上
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
る
と
す
れ
ば
、
実
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
の
こ
の
回
顧
を
支
え
て
い
る
思
想
こ
そ
が
一
九

三
0
年
代
に
お
け
る
初
期
実
存
哲
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
単
独
者
と

し
て
生
き
る
者
を
精
神
的
に
擁
護
す
る
思
想
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
や
は
り
、
彼
が
実
存
哲
学
を
標
梼
し
た
際
、

そ
れ
を
単
な
る
個
人
主
義
に
帰
結
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
他
者
と
の
共
同
を

模
索
し
、
そ
の
な
か
で
自
己
を
存
立
さ
せ
る
困
窮
を
扶
り
出
し
た
点
は
、

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
困
窮
は
、

私
は
他
者
と
共
に
存
在
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
私
で
し
か
な
い
と

い
う
事
実
に
集
約
で
き
よ
う

G

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
困
窮
に
こ
そ
、
実
存

哲
学
の
問
題
性
、
ひ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
に
か
か
わ
る
現
実
性
の
問
題
性
が

潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

一
九
三

0
年
代
の
ヤ
ス
パ

l
ス
に
と
っ
て
、
実
存
哲
学
を
樹
立
す
る
こ

と
は
、
精
神
的
な
共
同
体
の
意
義
を
物
質
に
基
づ
く
社
会
か
ら
擁
護
す
る

こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
物
質
的
な
社
会
に
対
し
て
抱
か
れ
た
危
機
意

識
は
、
実
存
的
な
自
己
実
現
の
所
在
が
見
通
し
が
た
く
な
っ
て
い
く
と
い

う
点
に
お
か
れ
て
い
た
も

彼
に
と
っ
て
自
己
が
自
己
へ
と
生
成
し
て
い
く
現
実
性
は
、
他
者
と

の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
行
為
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
う
し

た
自
己
実
現
を
意
味
す
る
安
わ
り
の
哲
学
は
、
後
の
研
究
史
に
お
い
て

も
、
彼
の
実
存
哲
学
に
お
け
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
原
理
と
し
て
評
価
さ
れ
て

き
た

t
し
か
し
な
が
ら
ロ
ス
ル
ド
が
明
ら
か
に
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ヤ

ス
パ

l
ス
自
身
の
意
図
、
す
な
わ
ち
他
者
と
の
闘
争
関
係
の
な
か
に
込
め

ら
れ
て
い
る
時
代
状
況
を
顧
慮
し
て
は
じ
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
よ
う

な
意
図
も
、
こ
の
交
わ
り
に
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点
で

あ
る
。
彼
も
ま
た
、
一
九
一
一
一

C
年
代
へ
と
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
増
塙
に
翻

弄
さ
れ
た
思
想
家
の
一
人
で
あ
っ
た
c

こ
こ
で
の
開
題
は
、
利
益
を
め
ぐ
る
国
家
聞
の
戦
争
(
現
存
在
を
め
ぐ

る
闘
争
)
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
実
存
的
な
自
己
実
現
の
可
能
性
が
認

め
ら
れ
る
場
合
で
は
、
ヤ
ス
パ

l
ス
は
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に

あ
る

G

つ
ま
り
当
時
の
ヤ
ス
パ

i
ス
の
考
え
方
で
は
、
戦
争
を
抑
止
す
る

こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ヤ
ス
パ
!
ス
は
一
九
三
五
年
に
「
理
性
と
実
存
」
と
い
う
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著
書
を
公
刊
し
、
「
実
存
的
な
交
わ
り
」
と
関
連
さ
せ
て
、
「
理
性
の
突
わ

り
」
の
意
義
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
コ
二
年
の
著
書
で
は
、
理
性

に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
「
人
間
は
、
理
性
を
通
じ
て
技

術
的
に
大
衆
を
扶
助
す
る
秩
序
を
め
ぐ
り
、
他
者
と
意
思
疎
通
す
る
場
合
に

の
み
現
存
在
を
も
っ
。
し
た
が
っ
て
人
聞
は
、
世
界
が
崩
壊
す
る
と
同
時
に

破
滅
し
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
世
界
へ
と
激
情

(ZEgm岳
民
門
)
を
打

ち
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」

{
E
P
L∞
}
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
性
は
、

大
衆
を
技
術
的
に
扶
助
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
能
力
と
定
め
ら
れ
、
実

存
的
な
パ
ト
ス
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
「
理
性
と
実

存
」
で
は
、
実
存
と
理
性
と
の
相
補
的
な
関
係
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。
「
実
存
は
理
性
に
よ
っ
て
の
み
明
快
に
な
る
。
理
性
は
実

存
を
通
じ
る
こ
と
で
内
容
を
も
っ
」
ロ

8
8
L
H
]。
ハ
イ
デ
ガ
!
と
決
定

的
に
快
を
分
け
た
と
い
わ
れ
る
一
九
三
三
年
以
降
、
彼
の
な
か
に
ど
の
よ

う
な
問
題
意
識
が
芽
生
え
た
の
か
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
点
は
、

実
際
に
戦
争
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ

l
ス
が

何
を
理
由
に
し
て
自
分
自
身
の
考
え
に
修
正
を
施
し
た
の
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
な
ぜ
ヤ
ス
パ

l
ス
は
突
然
、
理
性
を
強
調
し
は
じ
め
た
の
か
。

彼
の
実
存
的
交
わ
り
の
哲
学
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
己
に
収
赦
し
た
問

題
で
あ
り
、
他
者
を
主
題
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
他
者
と
の
あ
い
だ
に
生
き
な
が
ら
、
自
己
中
心
的
に
生
き
ざ
る

を
え
な
い
自
己
と
他
者
と
の
関
係
を
考
察
す
る
倫
理
学
的
問
題
に
と
っ

て
、
彼
の
哲
学
は
重
要
で
あ
る
と
判
断
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ

れ
わ
れ
が
不
可
避
的
に
自
己
中
心
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
と
い
っ

て
、
他
者
と
接
触
す
る
界
面
に
は
、
実
存
的
パ
ト
ス
と
は
一
線
を
画
す
る

領
域
も
存
在
す
る
。
そ
の
領
域
を
ヤ
ス
パ

l
ス
は
理
性
に
基
づ
く
「
普
遍

的
交
わ
り
」
に
よ
り
挟
り
出
そ
う
と
試
み
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

1
こ
の

よ
う
な
着
想
を
ヤ
ス
パ

l
ス
に
与
え
た
の
は
、
戦
争
体
験
と
い
う
こ
と
が
、

そ
れ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
理
性
こ
そ
は
、
戦
争
と

い
う
熱
狂
(
実
存
的
パ
ト
ス
)
を
諌
止
で
き
る
人
聞
に
与
え
ら
れ
た
根
源

的
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も

遠
い
人
間
と
の
相
互
的
伝
達
を
与
え
る
場
を
構
築
す
る
能
力
を
意
味
し
、

そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
ヤ
ス
パ

i
ス
は
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
尺
度
を
見

出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
戦
争
と
は
異
な
る
他
者
と
の
接

触
を
、
ヤ
ス
パ

1
ス
は
人
間
の
根
源
的
能
力
と
し
て
の
理
性
に
お
い
て
見

出
し
、
そ
し
て
こ
の
理
性
に
基
づ
く
交
わ
り
の
哲
学
を
展
開
さ
せ
る
こ
と

に
、
戦
後
の
課
題
を
見
出
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
理
性
に

よ
っ
て
臨
在
的
と
な
る
他
者
の
内
容
は
、
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
り
可
能
と

な
る
交
わ
り
の
深
み
に
対
す
る
尺
度
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
お
い

て
変
化
し
て
い
く
人
間
の
、
概
観
不
可
能
な
水
準
の
多
様
性
へ
と
広
が
っ

て
い
く
人
間
の
本
質
に
対
す
る
尺
度
で
あ
る
」
志
向

pmω
可
戦
後
の
ヤ
ス

パ
1
ス
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
不
可
避
的
に
自
己
中
心
的
で
あ
ら
ざ
る

を
え
な
い
歴
史
的
世
界
の
構
成
(
自
己
実
現
)
に
お
い
て
、
理
性
と
い
う

人
間
に
与
え
ら
れ
た
尺
度
の
確
定
が
、
切
迫
し
た
問
題
と
し
て
浮
上
し
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
彼
の
思
想
展
開
に
お
け
る
内
的
必
然
性

を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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(3) 

る
」
{
笹
山
島
-
w

間
町
内
]
。
こ
こ
で
の
孤
独
は
、
他
者
不
在
の
関
係
を
指
示

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
の
な
か
で
、
む
し
ろ
自
分

自
身
に
か
か
わ
る
「
自
己
関
係
」
口

z
p
h止
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
ヤ
ス
パ

l
ス
の
思
想
遍
歴
の
通
時
的
解
釈
を
整
理
し
た
ザ
l

ナ
l
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
一
一

0
年
代
前
半
の
著
書
『
哲
学
」
に

お
い
て
、
孤
独
と
交
わ
り
は
均
衡
を
保
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
孤
独
と
交
わ
り
が
循
環
的
な
弁
証
法
的
関
係
の
な
か
で
保
た
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
交
わ
り
が
自
己
実
現

に
集
約
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
自
己
実
現
は
完
結
す
る
こ
と
が
な

い
の
で
・
あ
っ
て
、
む
し
ろ
新
た
な
交
わ
り
の
発
端
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
立
す
る
捉
え
方
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ィ
l

ル
は
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
実
存
的
な
突
わ
り
は
「
二
者
の
関
係

(
含
色
岱
)
」
に
お
い
て
最
も
よ
く
示
さ
れ
て
お
り
、
「
共
同
体
の
形

式
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
{
当
日
ゆ
O
N
ω
担
。
ヴ
ィ

i
ル
が
こ
の

よ
う
に
指
摘
す
る
の
も
、
実
存
的
変
わ
り
は
「
世
界
観
に
由
来
す
る

共
同
体
」
や
「
諸
々
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
総
括
を
保
つ
共
同
体
形
式
」

と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
[
目
立
弘
一
。
実
存
的
突
わ
り
は
、
「
理

念
」
や
「
理
想
」
で
は
な
く
、
「
経
験
可
能
な
実
在
(
兄
島
岱

O
B宮・山
g

旬
。
ω
ω
F
出
巾
)
」
な
の
で
あ
る
[
円
E
丘
。
た
し
か
に
ヴ
ィ

l
ル
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
実
存
的
な
・
交
わ
り
は
理
念
や
理
想
と
は
異
な
り
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
経
験
可
能
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
だ
が
も
し
実

存
的
変
わ
り
が
二
者
の
関
係
に
と
ど
ま
る
と
す
れ
ば
、
ヤ
ス
パ

l
ス

は
他
者
の
直
接
性
し
か
視
野
に
入
れ
て
な
く
、
間
接
性
を
見
落
と
し

(4) 

て
い
る
と
と
に
な
る
。
し
か
し
ヤ
ス
パ

l
ス
は
実
存
的
交
わ
り
に
間

接
性
の
要
因
を
認
め
て
い
る
。
他
者
へ
の
か
か
わ
り
が
直
接
性
に
お

け
る
場
合
、
そ
こ
で
は
他
者
の
存
在
だ
け
が
問
題
に
な
る
ロ
ま
た
他

方
で
、
間
接
性
に
お
け
る
他
者
へ
の
か
か
わ
り
は
、
他
者
と
の
出
会

い
に
媒
介
を
前
提
に
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
点
で
、
他
者
問
題
を
超
越
論
哲
学
と
対
話
の
哲
学
と
の
同
様

性
に
従
っ
て
整
理
し
て
い
る
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
は
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
他

者
の
捉
え
方
が
「
超
越
論
哲
学
と
対
話
の
哲
学
の
あ
い
だ
の
と
こ
ろ

に
そ
の
場
を
も
っ
」
{
昔
話

3
L呂
}
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
超
越
論
哲
学
が
媒
介
を
通
じ
て
の
他
者
の
構
成
を
問
題
に
掲

げ
る
の
に
対
し
て
、
対
話
の
哲
学
は
他
者
の
存
在
と
の
そ
の
都
度
の

直
接
的
な
出
会
い
を
問
題
に
す
る
。
ヤ
ス
パ

l
ス
は
確
か
に
他
者
と

の
直
接
的
な
出
会
い
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
内
容
の

媒
介
」
ロ

g
お
い
旦
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ヴ
ィ

1
ル
の
捉

え
方
で
は
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
実
存
的
交
わ
り
に
お
け
る
間
接
性
の
議

論
を
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ヤ
ス
パ

i
ス
が
間
接
性
を
認

め
る
の
も
、
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
世
界
の
諸
々

の
内
容
こ
そ
が
充
溢
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
反
す
る
極
端
な
帰
結
と
し
て
は
、
自
己
の
存
在
が
空
虚
に
な

る
こ
と
」

{d昂
JR
お
口
を
ヤ
ス
パ

l
ス
が
危
慎
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
実
存
的
交
わ
り
は
、
二
者
の
関
係
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。

こ
の
自
己
実
現
に
関
し
て
、
福
井
は
別
の
角
度
か
ら
の
鋭
利
な
切
り

口
を
提
示
し
て
い
る
。
福
井
は
、
「
大
衆
か
ら
の
超
越
の
勇
気
」

130 



{明

cgNwg]
と
い
う
こ
と
を
指
針
と
し
て
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
実
存
哲

学
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
彼
の
仕
事
は
ヤ
ス
パ

l
ス
の
文
献
に
対
す

る
忠
実
な
解
釈
に
基
づ
い
て
お
り
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
実
存
哲
学
の
要

を
「
歴
史
的
基
盤
と
社
会
的
基
盤
」

[
F
E
-
-
E
]
か
ら
際
立
た
せ
る
こ

と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
的
基
盤
は
「
歴
史
性
」
を
、
そ

し
て
社
会
的
基
盤
は
「
交
わ
り
」
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る

{
庄
三
。
そ
の
際
に
福
井
が
主
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
、
ヤ

ス
パ

l
ス
が
そ
こ
で
批
判
の
対
象
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
る
の

は
、
社
会
的
な
あ
り
方
に
生
き
る
大
衆
で
あ
り
、
問
題
は
「
機
械
文

明
や
大
衆
社
会
と
の
実
存
の
対
決
」
{
寄
庄
一
と
い
う
こ
と
に
お
か
れ

て
い
る
と
み
て
と
れ
よ
う
。
そ
の
際
に
、
福
井
の
次
の
指
摘
は
こ
の

問
題
を
考
え
る
際
の
別
の
角
度
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
「
大
衆
は
、
あ
く
ま
で
も
批
判
の
対
象
で
あ
っ
て
、
決
し
て
蔑

視
の
対
象
で
は
な
い
」

{
F
E・}。

本
論
稿
で
は
、
こ
の
福
井
の
指
摘
に
同
意
す
る
立
場
で
あ
り
な
が

ら
も
、
こ
の
考
え
を
戦
争
問
題
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
よ
う
と
試
み
た
・
・
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
の
は
、
ヤ

ス
パ

i
ス
の
実
存
哲
学
に
お
け
る
「
自
己
否
定
の
思
想
」
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
福
井
が
「
超
越
」

{
E
F
S
]
と
い
う
こ
と
で
扶

り
出
そ
う
と
し
た
ヤ
ス
パ
!
ス
哲
学
の
根
幹
な
の
で
あ
る
。
実
存
を

存
立
さ
せ
る
こ
と
で
大
衆
が
一
面
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
大
衆
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
新
た
な
実
存
の
歴
史
的
更
新

(
実
存
の
自
己
否
定
)
が
無
際
限
に
生
じ
続
け
て
い
く
こ
と
に
、
彼

の
実
存
哲
学
は
存
立
し
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
戦
争
開

(5) 

題
も
ま
た
、
一
面
的
な
解
釈
で
は
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
別

の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
不
可
避
的
に
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
結
果
す

る
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
の
実
存
哲
学
の
試
金
石
と
し
て
の
交
わ
り
の

哲
学
の
問
題
に
関
す
る
、
現
存
在
の
交
わ
り
と
実
存
的
交
わ
り
の
関

係
を
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
す
作
業
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
た
解
釈
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
者
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も

ア
1
レ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
ア
l
レ
ン
ト
は
戦
後
に
実
存
哲
学
の
批
判

(
絶
対
化
さ
れ
た
個
人
主
義
の
原
理
)
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
こ

の
哲
学
に
お
け
る
ヤ
ス
パ

l
ス
の
業
績
を
次
の
点
に
認
め
て
い
る
。

つ
ま
り
「
実
存
哲
学
は
そ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
時
代
を
去
っ
た
」

E
2怠・
mm]
と
い
う
点
に
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
l
レ
ン
ト
色
、

ヤ
ス
パ

1
ス
の
哲
学
の
通
奏
に
鳴
り
響
く
自
己
の
問
題
を
聞
き
も
ら

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
c

「
哲
学
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
人
間

の
存
在
に
と
っ
て
最
高
度
の
実
存
的
様
態
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
自
己
自
身
と
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
す
る
準
備
に
な
る
c

他
者
は
私
の
仲
間
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
共
通
す
る
理
性
へ
の
訴
え

を
通
じ
て
普
遍
の
保
証
人
と
な
る
」

EE--
印
旦
。
限
界
状
況
は
個
と

し
て
の
自
己
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
生
じ
る
状
況
の
こ
と
で
あ
る
c

私
を
〈
私
〉
と
し
て
限
界
、
つ
け
る
状
況
こ
そ
が
限
界
状
況
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
、
限
界
外
の
存
在
者
(
他
者
)
が
想
定
さ
れ
る

こ
と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
ア

l
レ
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、
ヤ
ス

パ
l
ス
の
実
存
の
概
念
に
は
す
で
に
「
人
間
の
共
同
関
係
」

{
E
P

U
印
}
が
問
題
と
し
て
合
意
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
ア

1
レ
ン

ト
の
指
摘
が
代
表
的
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
ヤ
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(6) 

ス
パ

l
ス
の
交
わ
り
の
哲
学
を
こ
の
よ
う
な
形
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
原

理
と
し
て
解
釈
す
る
場
合
で
は
、
お
お
む
ね
ア
l
レ
ン
ト
が
示
し
た

点
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
必
ず
、
実
存

に
対
す
る
理
性
の
意
義
が
前
提
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
『
実
存
関
明
』
に
お
い
て
は
、
理
性
の
問
題
は
主
題
と
し
て
等

閑
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
捉
え
方
に
は
つ
ね
に
粗
雑

さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
捉
え
方
で
は
、

ヤ
ス
パ

l
ス
哲
学
に
お
け
る
一
九
三
三
年
の
転
向
を
度
外
視
し
て
し

ま
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
の
十
分
な
説
明
を
遂
行
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
な
問
題
定
位
に
関
し
て
、
そ
れ
の
導
き
の
糸

に
な
る
の
は
テ
オ
ハ
ロ
ワ
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
テ
オ
ハ
ロ
ワ
は
、

ヤ
ス
パ

l
ス
の
諸
著
作
の
「
年
代
確
定
」
可

g
g・
吋
∞
}
を
定
め
る
こ

と
は
し
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
お
き
な
が
ら
も
、
一
九
三
三
年
が
ヤ
ス

パ
i
ス
の
諸
著
書
の
「
境
界
総
の
年
」

[
E
p
g
}
で
あ
る
こ
と
を
重

要
視
し
て
い
る
。
こ
の
年
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
も
、
ヤ
ス
パ

l
ス

の
哲
学
が
「
時
代
の
諸
々
の
要
求
」

E
E・
∞
土
に
応
え
て
い
る
点
に

眼
目
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
証
左
と
し
て
、
戦
前

か
ら
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
「
交
わ
り
の
実
存
的
原
理
」

{
E
P・

話
}
が
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
基
本
的
立
場
と
し
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
交
わ
り
の
実
存
的
原
理
と
は
、
「
自
己
実
現
へ
の
意
志
」

[EP]
の
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ

l
ス
は
こ
の
原
理
を
、
戦
前
に
お

い
て
は
「
実
存
的
変
わ
り
」
と
し
て
、
そ
し
て
戦
後
に
は
こ
の
実
存

的
交
わ
り
と
連
関
し
て
い
る
「
普
遍
的
交
わ
り
」
と
し
て
指
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
名
称
が
変
化
し
た
の
も
、
彼
の
な
か
で
時
代
状

況
の
捉
え
方
が
変
わ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
実
存
的
交
わ

り
と
は
異
な
る
普
遍
的
交
わ
り
に
着
目
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
普
遍
的
な
受
わ
り
は
、
テ
オ
ハ
ロ

ワ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
存
的
交
わ
り
の
「
拡
張
」

{FE--

∞
2
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
実
存
的
交
わ
り
が
可
能
と
な
る
た

め
に
普
遍
的
な
交
わ
り
が
一
部
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
、
彼
の

基
本
的
立
場
の
変
遷
は
な
か
っ
た
と
理
解
す
る
方
が
妥
当
的
で
あ

る
。
「
実
存
的
交
わ
り
は
普
遍
的
交
わ
り
と
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と

が
で
き
、
そ
し
て
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ロ

Z
F申
2
0
し
た

が
っ
て
理
性
に
お
け
る
普
遍
的
交
わ
り
が
示
さ
れ
よ
う
と
も
、
ヤ
ス

パ
1
ス
が
他
者
の
先
取
り
(
抽
象
化
・
一
般
化
)
を
認
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
の
な
か
で
は
一
貫
し
て
実
存
的
な
自

己
実
現
が
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に

は
、
そ
の
都
度
の
代
替
不
可
能
な
他
者
が
不
可
避
的
だ
か
ら
で
あ

る
。
他
者
の
問
題
に
関
す
る
ヤ
ス
パ

l
ス
の
問
題
意
識
は
、
戦
後
で

あ
ろ
う
と
結
局
の
と
こ
ろ
自
己
実
現
の
問
題
に
落
ち
つ
い
て
い
る
。

「
他
者
と
の
出
会
い
は
、
他
者
と
の
出
会
い
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
己
実
現
に
〈
従
事
〉
す
る
の
で

あ
る
」
{
目
立
主
。
時
代
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
状
況
が
変
わ
る

こ
と
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ヤ
ス
パ

l
ス
が
自
己
実
現
の
契
機
を

「
状
況
!
内
|
存
在
」
と
い
う
面
か
ら
見
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
こ

と
か
ら
、
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
試
み
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も

や
は
り
彼
の
問
題
意
識
は
一
貫
し
て
実
存
的
な
自
己
実
現
の
一
点
に
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収
敵
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
テ
オ
ハ
ロ
ワ
が
ヤ
ス
パ
ー

ス
の
基
本
的
立
場
と
し
て
描
写
し
よ
う
と
試
み
た
「
交
わ
り
の
実
存

的
原
理
」
と
同
義
で
あ
る
。

(
よ
し
だ
・
し
ん
や

筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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