
実
存
哲
学
者
を
提
唱
し
た
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
山
九
三
五
年
に
 
 

『
実
存
哲
学
』
と
い
う
著
薯
を
公
刊
し
た
二
J
の
著
爵
に
お
い
て
彼
は
、
 
 

「
実
存
」
 
の
概
念
を
「
理
性
」
 
の
概
念
と
相
補
的
に
関
係
づ
け
な
が
ら
揺
 
 

示
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
▲
）
 
こ
の
試
み
は
、
そ
れ
以
前
の
哲
学
史
的
潮
流
 
 

に
番
目
し
て
み
る
と
、
大
胆
な
企
て
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
 

実
際
、
山
九
三
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
 
『
哲
学
』
 
に
お
い
て
は
「
実
存
」
 
の
 
 

概
念
が
重
層
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
著
書
の
な
か
で
 
「
理
性
」
 
 

に
関
し
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
簡
所
は
見
当
た
ら
な
い
じ
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
思
想
の
内
実
も
ま
た
、
そ
の
外
観
が
変
化
し
た
 
 

よ
う
に
、
変
貌
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
 
「
理
性
」
 
の
概
念
を
「
実
 
 

存
」
 
の
概
念
に
相
補
的
に
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
彼
の
哲
学
は
、
よ
り
完
 
 

璧
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
へ
－
田
辺
元
は
、
 
 

こ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
る
論
文
を
提
示
し
て
い
る
「
い
そ
の
論
文
は
、
「
実
 
 

存
哲
学
の
限
界
」
と
い
う
嚢
鹿
で
、
∵
乱
三
九
平
に
発
表
さ
れ
た
ご
 
こ
の
 
 

論
文
の
主
旨
は
、
そ
の
衷
超
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
存
哲
学
に
対
 
 

す
る
批
判
で
あ
る
V
 
そ
こ
で
は
主
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
ヘ
の
批
判
が
、
田
辺
独
 
 

自
の
哲
学
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち
弁
証
法
の
観
点
に
基
づ
い
て
敢
行
さ
れ
 
 

て
い
る
。
そ
し
て
田
辺
が
ヤ
ス
ハ
ー
ス
を
批
判
す
る
際
に
取
り
扱
っ
て
い
 
 

実
存
哲
学
と
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
 
 

る
著
書
こ
そ
が
、
か
の
 
『
実
存
哲
学
』
 
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

結
論
を
先
取
り
し
て
し
ま
え
ば
、
田
辺
の
観
点
か
ら
注
視
す
れ
ば
、
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は
、
た
と
え
一
九
三
五
年
以
後
、
「
理
性
」
と
い
う
概
 
 

念
を
重
視
し
て
い
よ
う
と
、
あ
る
問
題
を
残
し
た
ま
ま
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
 
 

こ
の
間
題
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
 
 

り
、
し
た
が
っ
て
彼
の
哲
学
を
根
底
か
ら
問
い
直
さ
せ
る
契
機
に
さ
え
な
 
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
田
辺
の
研
究
論
文
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
の
『
実
存
哲
学
』
の
間
趨
点
を
生
理
し
て
お
き
た
い
。
し
た
が
っ
 
 

て
論
述
の
進
行
は
、
ま
ず
田
辺
の
批
判
点
を
鷹
轟
∵
解
釈
す
る
こ
と
を
通
 
 

じ
て
、
次
い
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 
『
実
存
哲
学
』
 
に
お
け
る
該
当
箇
所
の
検
 
 

討
を
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
業
を
通
じ
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
巌
終
的
 
 

な
員
標
と
し
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
が
提
示
し
て
い
る
問
い
を
 
 

鮮
明
化
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
標
樺
し
て
お
き
た
い
と
思
う
 

l
 
実
存
哲
学
の
限
界
点
 
 

田
辺
は
、
被
独
自
の
思
想
、
す
な
わ
ち
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
と
い
う
観
 
1
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点
か
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
批
判
す
る
。
そ
の
批
判
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
 
 

存
哲
学
が
「
行
の
立
場
」
に
到
達
す
る
こ
と
な
く
、
「
観
或
い
は
髄
の
立
 
 

場
」
 
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
【
↓
a
n
詮
b
｝
土
。
こ
の
 
 

よ
う
な
批
判
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
に
関
 
 

し
て
、
「
理
性
の
概
念
を
十
全
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
 
 

そ
の
力
説
す
る
実
存
の
歴
史
性
を
十
分
に
具
体
的
な
る
も
の
と
認
め
る
訳
 
 

に
も
い
か
な
い
」
苫
i
d
」
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
 
 

意
し
て
読
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
田
辺
の
語
る
「
理
性
」
と
 
 

「
歴
史
性
」
が
そ
も
そ
も
何
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
 
 

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
十
全
的
と
な
り
具
体
的
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

田
辺
の
語
る
「
理
性
」
と
は
、
「
絶
対
批
判
」
［
i
b
i
d
」
を
遂
行
さ
せ
る
可
 
 

能
性
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
 
「
絶
対
批
判
」
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
批
 
 

判
を
遂
行
す
る
「
理
性
」
そ
の
も
の
へ
の
批
判
を
遂
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
 
 

点
に
こ
そ
、
田
辺
哲
学
の
特
色
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
批
判
を
遂
行
す
る
 
 
 

「
理
性
」
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
自
力
的
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
 
 

他
力
の
恩
寵
を
待
つ
よ
り
は
か
な
い
と
い
う
点
に
こ
そ
田
辺
独
自
の
思
想
 
 

が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
田
辺
は
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
が
提
示
し
て
い
る
「
理
性
」
に
お
い
て
も
「
絶
対
批
判
」
を
認
め
る
こ
 
 

と
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
理
性
の
名
の
下
に
 
 

説
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
正
に
絶
対
批
判
に
外
な
ら
ぬ
」
 
【
i
b
i
d
」
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
田
辺
の
批
判
点
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
理
性
が
十
全
的
な
も
 
 

の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
田
辺
に
と
っ
て
、
理
 
 

性
が
十
全
的
な
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
理
性
が
 
「
実
践
理
性
」
 
宇
i
d
」
 
 と

し
て
発
揮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
理
性
が
「
実
践
理
性
」
 
 

と
し
て
発
揮
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
存
の
歴
史
性
が
具
体
的
な
も
の
と
明
 
 

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実
存
の
歴
史
性
が
具
体
 
 

的
な
も
の
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
生
成
即
行
為
た
る
基
体
即
主
 
 

体
の
転
換
」
謬
i
d
」
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
田
辺
に
と
っ
て
、
理
性
が
実
践
理
性
と
し
て
十
全
 
 

的
な
意
味
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
性
が
具
体
的
な
も
の
と
し
て
確
 
 

保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
歴
史
性
が
具
体
的
な
も
の
と
し
 
 

て
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、
〔
歴
史
的
〕
生
成
が
行
為
に
直
積
す
る
よ
う
 
 

な
転
換
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
 
 

と
歴
史
性
と
の
関
係
を
、
田
辺
は
「
歴
史
的
行
為
的
弁
証
法
」
 
［
i
b
i
d
」
と
 
 

し
て
機
構
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
考
え
方
が
欠
け
て
い
る
点
で
、
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
は
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
理
性
と
歴
史
性
と
の
不
即
不
離
の
関
係
は
、
弁
証
法
 
 

と
い
う
行
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
田
辺
独
自
の
哲
学
を
さ
ら
に
詳
細
 
 

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
彼
の
 
「
種
の
論
理
」
と
 
 

「
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
」
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
両
者
の
関
 
 

係
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

田
辺
が
「
種
の
論
理
」
を
は
じ
め
て
本
格
的
に
詳
論
し
た
論
文
は
、
一
 
 

般
的
に
は
、
一
九
三
四
年
に
公
表
さ
れ
た
「
社
会
存
在
の
論
理
」
と
さ
れ
 
 

て
い
る
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
「
種
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
と
い
う
存
在
 
 

の
根
源
的
な
規
定
、
す
な
わ
ち
「
母
胎
」
【
↓
野
口
缶
a
㌦
立
と
定
め
ら
れ
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
こ
の
種
を
根
源
的
に
定
位
さ
せ
る
こ
と
で
、
個
と
顆
の
配
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置
も
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
個
は
必
然
に
種
に
於
け
る
個
で
あ
っ
て
、
 
 

種
を
離
れ
た
単
な
る
個
な
る
も
の
は
無
い
。
而
し
て
葦
の
絶
対
統
一
は
、
 
 

此
様
な
個
の
自
由
を
否
定
契
機
と
し
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
種
の
原
始
的
 
 

統
一
を
絶
対
否
定
態
に
ま
で
止
揚
す
る
こ
と
に
由
っ
て
、
絶
対
否
定
的
絶
 
 

対
蝶
介
と
し
て
実
現
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
 
【
i
b
i
d
．
一
⊇
f
」
。
 
 
 

こ
の
文
章
に
込
め
ら
れ
た
田
辺
の
内
実
的
思
想
は
、
人
間
は
個
的
に
生
 
 

じ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
種
的
 
（
共
同
的
）
 
に
存
在
し
て
い
る
現
実
 
 

を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
独
我
論
的
世
界
観
を
貪
っ
向
か
ら
否
定
す
る
考
 
 

え
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
車
ユ
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
生
活
 
 

の
そ
れ
ぞ
れ
局
面
で
は
、
つ
ね
に
他
者
と
の
関
係
が
先
行
的
に
存
立
し
、
 
 

こ
の
関
係
に
応
じ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
行
為
を
決
定
し
て
 
 

い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
生
 
 

は
他
者
と
の
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
関
係
 
 

性
を
度
外
視
し
て
人
間
的
生
を
捉
え
る
思
想
は
抽
象
的
で
あ
ら
ぎ
る
を
え
 
 

な
い
。
し
た
が
っ
て
田
辺
は
、
「
種
の
論
理
」
を
標
梯
す
る
こ
と
で
、
具
 
 

体
的
な
人
間
的
生
を
把
推
し
ょ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
 
 

そ
れ
と
同
時
に
、
他
者
と
の
関
係
を
前
提
に
し
た
人
間
の
共
同
性
は
つ
ね
 
 

に
歴
史
的
で
あ
る
。
以
前
か
ら
の
敵
対
者
が
わ
れ
わ
れ
の
仲
間
に
な
り
、
 
 

わ
れ
わ
れ
の
友
人
が
最
も
憎
む
べ
き
敵
対
者
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
わ
 
 

れ
わ
れ
の
具
体
的
な
共
同
的
生
は
可
変
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
 
 

わ
れ
が
自
分
自
身
の
こ
と
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
名
指
す
に
し
て
も
、
そ
こ
 
 

で
の
対
象
「
わ
れ
わ
れ
」
 
は
固
定
的
に
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
 
 

く
、
歴
史
的
に
可
変
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

上
述
の
こ
と
か
ら
、
田
辺
も
ま
た
、
「
種
の
論
理
」
を
標
撰
す
る
こ
と
 
 

で
、
わ
れ
わ
れ
と
い
う
「
種
」
 
に
根
源
的
な
規
定
を
与
え
て
い
る
が
、
し
 
 

か
し
な
が
ら
他
方
で
、
そ
の
規
定
は
思
索
を
開
始
さ
せ
る
出
発
点
で
あ
り
、
 
 

そ
の
規
定
を
破
砕
・
突
破
さ
せ
る
不
断
の
運
動
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
 
 

の
こ
と
か
ら
、
「
種
の
論
理
」
と
は
具
体
的
な
論
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
 
 

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
非
完
結
的
な
運
動
を
実
質
と
す
る
論
理
で
あ
る
と
い
え
 
 

る
。
「
種
の
論
理
」
は
、
種
の
根
源
的
規
定
を
示
す
論
理
で
あ
る
と
同
時
 
 

に
、
種
の
歴
史
的
可
変
性
を
示
す
具
体
的
な
思
想
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
 
 

め
、
田
辺
の
立
つ
観
点
か
ら
歴
史
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
と
い
 
 

う
流
れ
の
な
か
で
種
の
根
源
的
規
定
を
度
外
視
す
る
よ
う
な
思
想
は
、
そ
 
 

の
歴
史
性
を
十
分
な
具
体
性
と
し
て
保
持
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
 
 

う
。
別
の
言
葉
で
表
わ
せ
ば
、
種
的
共
同
体
か
ら
わ
れ
わ
れ
と
い
う
存
在
 
 

を
捉
え
な
い
限
り
、
そ
の
思
想
は
つ
ね
に
抽
象
的
で
あ
り
、
田
辺
の
言
葉
 
 

で
あ
ら
わ
せ
ば
、
「
寂
静
」
 
の
立
場
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
 
 

は
、
種
的
共
同
体
か
ら
人
間
を
捉
え
な
お
せ
ば
、
田
辺
か
ら
具
体
性
が
確
 
 

保
さ
れ
て
い
る
と
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
に
あ
る
。
「
田
辺
哲
学
の
 
 

世
界
観
は
、
種
の
論
理
と
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
く
 
 

と
こ
ろ
に
成
立
す
る
」
 
【
K
O
u
∽
－
一
望
。
高
山
の
こ
の
指
摘
が
示
し
て
い
る
 
 

よ
う
に
、
田
辺
に
と
っ
て
 
「
種
の
論
理
」
 
は
 
「
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
」
 
と
 
 

不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
こ
の
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
が
促
進
さ
れ
て
い
 
 

な
い
限
り
、
彼
の
承
認
を
穫
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
 
 

上
述
の
理
性
の
十
全
さ
を
保
証
す
る
絶
対
批
判
は
、
歴
史
性
の
具
体
性
の
 
 

み
で
確
保
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
宵
走
即
否
定
の
絶
対
否
定
的
媒
介
」
 
 

【
、
訂
n
豊
b
．
ゴ
に
も
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
絶
対
否
定
的
媒
介
は
、
歴
史
的
弁
証
法
の
別
の
側
面
と
捉
え
る
こ
 
 

と
で
き
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
否
定
と
い
う
考
え
 
 

方
は
、
彼
の
歴
史
的
弁
証
法
が
未
完
結
で
あ
り
続
け
る
こ
と
と
密
接
に
連
 
 

関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
「
わ
れ
わ
れ
」
 
 

と
し
て
捉
え
る
場
合
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
を
否
定
す
る
 
 

こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
と
っ
て
は
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
田
辺
は
こ
の
 
 

問
い
に
対
し
て
明
確
に
否
と
答
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
否
定
す
る
主
体
が
 
 

宵
走
さ
れ
た
ま
ま
残
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る
ゎ
 
こ
の
否
定
す
る
主
体
を
さ
 
 

ら
に
否
定
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
と
い
う
相
対
的
な
存
在
者
と
は
別
の
存
 
 

在
者
、
す
な
わ
ち
絶
対
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
絶
対
者
 
 

を
田
辺
は
「
絶
対
無
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
絶
対
 
 

者
と
相
対
者
の
図
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
絶
対
者
を
他
者
と
し
て
捉
え
 
 

る
こ
と
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
付
言
し
て
お
け
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
の
実
存
哲
学
も
、
こ
の
点
で
批
判
さ
れ
て
い
る
む
 
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
於
 
 

い
て
理
性
が
実
践
理
性
た
る
意
味
を
発
揮
せ
ず
、
歴
史
が
生
成
即
行
為
た
 
 

る
基
体
即
主
体
の
転
換
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
内
在
と
超
 
 

越
と
を
蝶
介
す
る
途
な
か
ら
し
め
、
実
存
が
出
会
う
と
こ
ろ
の
超
越
を
飽
 
 

く
ま
で
自
己
に
射
し
他
者
た
る
に
止
ま
ら
し
め
、
他
即
白
の
行
為
的
統
一
 
 

を
不
可
能
な
ら
し
め
た
。
そ
こ
に
は
、
自
己
が
世
界
の
内
に
否
定
せ
ら
れ
 
 

て
自
己
を
失
う
こ
と
に
よ
り
却
て
自
己
を
実
現
し
、
斯
か
る
自
己
の
心
身
 
 

脱
落
に
よ
り
世
界
が
脱
体
現
成
し
て
絶
対
現
実
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
が
 
 

な
い
」
写
i
d
．
ム
「
 
 
 

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
を
相
対
者
と
定
め
、
そ
し
て
図
式
 
 

的
に
そ
れ
に
対
立
し
て
い
る
絶
対
者
を
措
定
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
こ
で
の
 
 絶

対
者
は
思
考
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
実
践
的
性
質
を
お
び
る
こ
と
が
な
く
 
 

な
る
。
田
辺
は
こ
の
よ
う
な
思
想
を
、
「
寂
静
的
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
 
「
絶
対
無
」
 
の
思
想
は
、
媒
介
を
通
じ
て
限
り
な
く
わ
 
 

れ
わ
れ
の
実
践
を
促
進
し
続
け
る
論
理
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
ゎ
 
こ
の
よ
う
 
 

に
否
定
媒
介
的
に
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
促
進
し
続
け
る
論
理
を
、
田
辺
は
 
 

弁
証
法
と
し
て
示
し
て
い
る
聖
そ
し
て
こ
こ
を
基
点
と
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
の
実
存
哲
学
は
四
辺
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

2
 
実
存
哲
学
の
本
質
 
 

上
述
の
田
辺
の
批
判
点
に
関
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
ど
の
よ
う
に
答
え
 
 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
実
存
哲
学
』
 
 

を
通
じ
て
追
思
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
 
 
 

し
か
し
こ
の
問
題
を
吟
味
す
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
前
節
で
の
田
辺
の
 
 

批
判
点
の
要
約
を
提
示
し
て
お
く
。
田
辺
の
批
判
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
示
 
 

し
て
い
る
「
理
性
」
が
実
践
的
で
は
な
く
寂
静
的
で
あ
り
、
歴
史
性
も
具
 
 

体
的
で
は
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
 
 
 

さ
て
、
も
し
こ
の
批
判
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
存
哲
学
 
 

を
提
唱
す
る
最
初
の
根
本
的
な
動
機
を
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
忘
れ
て
し
ま
っ
 
 

た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
じ
 
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
そ
も
そ
も
実
存
哲
学
を
提
唱
 
 

し
た
理
由
は
、
講
増
哲
学
に
対
す
る
反
発
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
捉
え
 
 

て
い
た
講
壇
哲
学
と
は
、
人
間
の
実
践
的
局
面
に
は
何
の
影
響
も
及
ぼ
す
 
 

こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
空
虚
な
思
弁
的
哲
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
 
 

と
か
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
講
壇
哲
学
に
反
発
す
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
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の
立
場
、
す
な
わ
ち
実
践
哲
学
的
特
色
を
備
え
た
実
存
哲
学
を
確
立
す
る
 
 

よ
う
に
な
っ
た
で
あ
る
。
 
 

世
界
内
の
諸
事
物
つ
い
て
専
門
家
が
擢
供
し
て
く
る
よ
う
な
満
足
 
 

は
、
翻
っ
て
ふ
た
た
び
哲
学
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
期
待
さ
れ
る
ぺ
 
 

き
で
は
な
い
∵
哲
学
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
 
 

探
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

つ
ま
り
、
私
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
存
在
の
う
ち
で
、
私
が
行
為
し
な
 
 

が
ら
生
成
し
て
い
る
よ
う
な
根
源
的
な
諸
々
の
衝
動
へ
と
私
を
も
た
 
 

■
●
＿
●
●
●
＿
●
●
＿
●
■
 
 

ら
し
て
く
れ
る
こ
と
で
、
私
の
存
在
意
識
を
変
え
る
思
考
が
探
求
さ
 
 

れ
、
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
∵
雷
s
∽
N
｝
≦
Ⅰ
一
 
 

こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
哲
学
と
い
う
も
の
が
世
界
内
の
諸
 
 

新
物
に
関
す
る
確
実
な
知
識
を
求
め
る
営
み
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
不
確
 
 

賀
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
従
事
す
る
者
の
実
践
を
導
く
よ
う
な
要
 
 

因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
は
こ
の
自
身
の
哲
学
の
出
発
点
を
「
内
的
行
為
」
と
し
て
探
求
 
 

し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
『
実
存
哲
学
』
 
に
お
い
て
も
見
出
 
 

さ
れ
る
彼
の
基
本
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
そ
れ
〔
実
 
 

存
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
〕
 
は
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
ほ
と
ん
ど
 
 

忘
れ
ら
れ
て
い
た
哲
学
の
課
題
、
す
な
わ
ち
現
実
性
を
根
源
に
お
い
て
凝
 
 

視
し
、
私
が
考
え
な
が
ら
私
自
身
と
交
渉
し
て
い
く
よ
う
な
ー
内
的
行
為
 
 

●
●
●
■
■
●
■
●
●
■
■
＿
●
＿
＿
 
 

に
お
け
る
ー
仕
方
に
よ
り
現
実
性
を
把
握
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
 
 

あ
っ
た
」
ロ
a
s
∽
ダ
ー
ー
∴
〓
内
筆
者
挿
入
「
 
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
り
実
践
哲
学
が
提
唱
さ
れ
る
際
、
そ
の
思
想
の
核
心
 
 

と
し
て
 
「
内
的
行
為
」
と
い
う
何
語
が
使
用
さ
れ
統
け
る
の
で
あ
る
が
、
 
 

そ
の
理
由
は
、
彼
の
考
え
る
哲
学
と
い
う
も
の
が
外
的
行
為
に
及
ぶ
も
の
 
 

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
内
的
な
個
々
人
の
意
識
変
革
が
主
眼
に
お
か
れ
て
 
 

い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
現
実
の
生
成
と
は
、
彼
に
と
っ
て
外
的
変
革
や
現
 
 

実
の
積
極
的
な
生
産
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
た
し
か
に
哲
学
は
 
 

現
実
性
を
生
産
す
る
こ
と
も
な
く
、
現
実
性
の
欠
乏
に
苦
悩
す
る
者
に
現
 
 

実
性
を
与
え
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
哲
学
す
る
者
は
、
現
実
性
に
気
が
 
 

つ
き
、
み
ず
か
ら
現
実
的
に
な
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
者
の
本
質
と
 
 

と
も
に
思
考
し
な
が
ら
、
不
断
に
押
し
進
ん
で
い
く
」
苫
i
d
．
一
∽
皇
。
 
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
田
辺
が
弁
証
法
を
提
唱
す
る
こ
と
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
 
 

を
批
判
す
る
こ
と
に
は
∵
定
の
妥
当
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
 
 

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
田
辺
が
弁
証
法
と
い
う
方
法
で
求
め
て
い
た
の
 
 

は
現
実
の
外
的
な
賀
践
 
（
現
実
の
生
産
）
 
で
あ
り
、
そ
の
見
地
か
ら
ヤ
ス
 
 

パ
ー
ス
に
対
略
す
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
に
は
、
外
的
変
革
を
 
 

示
す
思
考
の
欠
落
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
が
従
事
し
て
い
た
実
存
哲
学
は
、
「
現
案
性
」
を
求
め
て
は
い
る
が
、
 
 

そ
れ
は
実
践
的
で
も
具
体
的
で
も
な
く
－
田
辺
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、
 
 

理
性
が
十
全
的
で
な
く
、
ま
た
非
歴
史
性
が
具
体
的
で
は
な
い
ー
、
む
し
 
 

ろ
内
省
空
虚
な
思
弁
哲
学
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
哲
学
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
、
科
学
と
は
繋
な
る
「
哲
 
 

学
的
根
源
の
独
立
性
」
苫
i
d
．
」
豆
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
詩
 
「
こ
の
 
 

根
源
〔
哲
学
的
根
源
〕
 
に
基
づ
く
こ
と
で
、
い
か
な
る
科
学
も
わ
れ
わ
れ
 
 

に
教
示
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
が
経
験
さ
れ
え
る
〕
 
そ
れ
と
い
う
の
も
科
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学
的
な
思
考
方
式
や
科
学
的
な
知
識
だ
け
か
ら
で
は
、
哲
学
は
現
実
的
に
 
 

な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
は
別
の
思
考
を
、
知
る
と
同
時
に
私
自
 
 

身
に
想
起
さ
せ
、
私
自
身
へ
も
た
ら
す
こ
と
を
覚
醒
さ
せ
、
私
自
身
を
変
 
 

え
る
思
考
を
要
求
す
る
」
 
宇
i
d
．
－
 
〔
〕
内
筆
者
挿
入
】
。
つ
ま
り
彼
が
 
 

哲
学
に
要
求
し
た
の
は
外
的
な
現
実
の
変
革
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
内
 
 

的
な
変
革
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
的
探
求
の
目
的
は
、
自
己
の
問
 
 

題
に
収
赦
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
探
求
に
も
っ
ぱ
ら
従
事
し
て
、
 
 

現
実
の
変
革
に
ま
で
自
身
の
哲
学
を
昇
華
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
 
 

ひ
る
が
え
っ
て
こ
の
こ
と
が
田
辺
の
批
判
点
の
核
心
で
あ
り
、
し
た
が
っ
 
 

て
こ
こ
で
の
問
題
は
、
な
ぜ
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
現
実
へ
の
外
的
行
為
を
考
慮
 
 

し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
集
約
で
き
よ
う
じ
 
 
 

「
哲
学
す
る
こ
と
の
究
極
的
問
題
は
、
現
実
性
そ
の
も
の
へ
の
問
い
で
あ
 
 

り
続
け
る
」
 
【
i
b
i
d
．
㌫
盟
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
 
 

実
践
哲
学
と
し
て
の
実
存
哲
学
は
現
実
の
問
題
を
度
外
視
し
て
は
な
ら
な
 
 

か
っ
た
▲
∪
 
だ
が
彼
は
現
実
の
問
題
を
、
現
実
の
生
産
・
変
革
の
問
題
へ
と
 
 

移
行
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
現
実
の
把
握
の
問
題
内
で
考
慮
し
て
 
 

い
た
の
で
あ
っ
た
。
田
辺
は
そ
の
こ
と
を
鋭
く
認
識
し
た
の
で
あ
り
、
し
 
 

た
が
っ
て
彼
の
立
場
か
ら
批
判
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
究
極
的
な
問
題
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
実
践
性
 
 

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
実
践
の
問
題
は
、
行
為
 
 

を
選
択
す
る
実
存
的
決
断
の
問
題
へ
収
赦
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
決
断
は
、
 
 

個
的
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
種
的
に
遂
行
さ
れ
る
わ
け
で
は
も
 
 

ち
ろ
ん
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
が
実
存
的
決
断
を
人
間
の
行
為
の
本
質
と
 
 

し
て
考
慮
す
る
場
合
、
つ
ね
に
他
者
の
問
題
が
躇
き
の
石
と
し
て
存
在
し
 
 

て
い
た
り
 
そ
し
て
こ
の
間
越
は
、
た
と
え
 
「
理
性
」
 
と
い
う
人
間
的
能
力
 
 

を
強
調
す
る
一
九
三
五
年
以
降
の
思
想
で
あ
ろ
う
と
も
、
被
が
実
践
哲
学
 
 

を
実
存
的
決
断
か
ら
定
位
さ
せ
、
そ
し
て
そ
の
実
存
哲
学
を
放
棄
せ
ず
に
 
 

保
持
し
綿
け
た
こ
と
か
ら
、
残
り
続
け
た
問
題
で
あ
っ
た
と
い
え
る
む
 
こ
 
 

の
点
を
考
慮
す
る
と
、
田
辺
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲
学
が
抱
え
続
け
た
問
題
 
 

を
鋭
く
挟
り
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

3
 
実
存
哲
学
と
絶
対
媒
介
の
弁
証
法
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
と
田
辺
は
、
そ
の
内
奨
こ
そ
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
と
 
 

は
い
え
ど
も
、
具
体
的
で
実
践
的
な
哲
学
を
希
求
し
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
 
 

両
者
は
同
じ
冒
煙
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
田
辺
が
理
性
と
歴
 
 

史
性
を
絶
対
無
の
媒
介
に
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
、
外
的
実
践
を
自
身
 
 

の
思
想
の
本
質
に
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
内
定
行
為
と
 
 

し
て
、
自
分
自
身
の
意
識
変
革
に
限
定
し
、
外
的
行
為
ヘ
コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
 
 

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
の
能
動
的
可
能
性
に
実
践
性
を
委
ね
た
点
が
両
者
 
 

の
決
定
的
な
適
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

だ
が
両
者
の
立
場
に
は
、
微
妙
な
交
差
点
が
見
出
さ
れ
る
の
も
明
ら
か
 
 

で
あ
る
豊
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
挫
折
か
ら
起
因
す
る
固
定
不
可
能
な
人
間
の
 
 

本
質
的
・
歴
史
的
生
を
「
浮
動
性
」
と
し
て
見
出
す
点
は
、
田
辺
が
憐
情
 
 

を
人
間
の
行
的
実
質
と
し
て
見
出
し
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
て
歴
史
哲
学
へ
 
 

汲
み
上
げ
た
点
と
符
合
し
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
の
共
通
点
は
、
と
も
に
 
 

固
定
的
な
確
立
を
破
砕
・
突
破
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
 
 

で
あ
る
自
 
た
だ
し
そ
れ
で
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
自
己
自
身
の
生
成
に
問
題
 
 

178   



を
集
中
さ
せ
、
田
辺
が
現
実
的
な
外
的
行
為
へ
議
論
を
拡
大
さ
せ
る
点
は
、
 
 

ま
っ
た
く
逆
の
方
向
へ
両
者
が
赴
い
て
い
る
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
。
実
 
 

際
の
と
こ
ろ
、
田
辺
は
一
九
四
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
著
書
『
実
存
と
愛
と
 
 

実
践
』
に
お
い
て
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
思
想
を
取
り
上
げ
、
そ
の
欠
点
と
し
 
 

て
次
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

実
存
の
自
他
媒
介
と
い
う
こ
の
思
想
は
、
一
見
そ
れ
が
実
存
の
社
会
 
 
 

性
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
着
眼
し
た
重
要
の
貢
献
で
あ
る
に
も
拘
わ
 
 

ら
ず
、
実
は
具
体
的
な
る
社
会
性
に
達
せ
ぎ
る
、
な
お
抽
象
的
な
考
 
 

で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
自
と
 
 
 

他
と
の
協
同
実
存
が
、
全
く
理
解
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
 
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
と
他
と
の
個
的
存
在
を
無
媒
介
に
結
合
す
る
 
 

か
ら
で
は
な
い
か
。
コ
訂
n
童
盲
室
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
自
身
の
実
存
哲
学
の
特
色
と
し
て
、
「
交
わ
り
の
哲
学
」
 
 

を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
え
も
田
辺
の
観
点
か
ら
注
視
す
れ
ば
、
 
 

あ
る
欠
点
が
鮮
明
に
見
出
さ
れ
て
し
事
つ
。
こ
れ
は
、
田
辺
と
ヤ
ス
パ
ー
 
 

ス
の
社
会
性
に
関
係
す
る
議
論
に
つ
な
が
っ
て
い
く
間
榎
で
も
あ
ろ
う
。
 
 
 

田
辺
は
種
的
共
同
体
に
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
基
体
と
し
て
の
根
源
的
 
 

な
規
定
を
与
え
、
つ
ね
に
こ
の
集
団
と
し
て
の
種
的
共
同
体
を
め
ぐ
る
思
 
 

想
を
展
開
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
田
辺
の
主
要
な
関
心
は
、
た
と
え
種
 
 

を
否
定
媒
介
さ
せ
る
個
が
考
慮
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
種
的
共
同
体
の
問
 
 

題
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
田
辺
の
考
え
で
は
、
偶
 
 

の
外
側
に
広
が
る
現
実
へ
の
積
極
的
な
関
与
は
、
実
践
哲
学
を
目
指
す
以
 
 

上
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

他
方
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
た
と
え
実
存
哲
学
を
提
唱
し
て
我
と
汝
か
ら
 
 

生
じ
る
種
的
規
定
を
考
慮
し
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
の
交
わ
り
の
哲
学
で
も
 
 

個
人
の
孤
独
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
っ
た
と
判
断
せ
ぎ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
 
 

り
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
種
的
共
同
体
と
し
て
の
存
在
よ
り
も
、
個
と
し
て
 
 

の
存
在
に
実
存
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
 
 

彼
が
実
存
哲
学
を
実
践
哲
学
へ
拡
張
さ
せ
る
際
に
も
、
個
と
し
て
の
内
的
 
 

な
意
識
変
革
に
限
定
し
、
個
か
ら
外
部
へ
の
実
践
に
関
す
る
議
論
が
希
薄
 
 

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
考
え
は
、
実
存
と
理
性
を
相
補
的
に
関
 
 

連
づ
け
る
戦
後
の
思
想
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
観
点
で
あ
っ
た
。
 
 
 

わ
れ
わ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
生
き
て
い
る
以
上
、
私
に
と
っ
て
 
 

は
外
な
る
他
者
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
私
に
関
係
を
も
つ
と
い
う
点
で
は
 
 

内
な
る
他
者
が
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
創
造
す
る
現
実
の
な
か
に
存
在
し
て
 
 

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
は
、
「
交
わ
り
」
と
 
 

い
う
思
想
よ
り
明
ら
か
に
な
る
実
践
哲
学
を
本
質
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
 
 

で
も
、
他
者
と
の
共
同
的
関
係
に
関
す
る
議
論
は
薄
弱
で
あ
っ
た
刷
。
そ
 
 

こ
で
は
個
の
孤
独
を
出
発
点
に
し
た
他
者
と
の
関
係
に
議
論
が
集
中
し
て
 
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
交
わ
り
」
 
の
哲
学
を
 
 

提
唱
し
、
人
間
を
関
係
の
な
か
へ
実
存
的
に
定
位
さ
せ
よ
う
と
し
た
ヤ
ス
 
 

、
 

パ
ー
ス
が
「
他
者
」
そ
の
も
の
を
議
論
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
鵬
つ
で
 
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
間
題
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
社
会
性
を
考
 
 

察
す
る
際
、
神
秘
的
な
経
験
を
基
盤
と
し
て
我
と
汝
の
実
存
的
な
共
同
的
 
 

生
を
捉
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
悌
と
深
く
連
関
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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独
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し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
決
定
 
 

的
に
分
断
す
る
の
が
、
主
体
と
客
体
と
の
歴
史
的
な
交
互
的
媒
介
を
 
 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
ご
こ
の
点
で
、
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
主
体
と
客
体
の
関
係
を
交
互
媒
介
と
し
て
考
察
し
な
 
 

か
っ
た
問
題
【
O
s
F
ヨ
」
立
は
、
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
 
 

ろ
う
。
ま
た
こ
の
間
題
に
関
し
て
、
彼
の
現
存
在
の
交
わ
り
と
実
存
 
 

的
交
わ
り
の
関
係
を
、
社
会
性
の
側
面
か
ら
再
吟
味
す
る
必
要
も
同
 
 

時
に
生
じ
て
こ
よ
う
。
 
 

田
辺
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
を
批
判
す
る
の
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
対
す
る
反
 
 

感
と
共
感
を
同
時
的
に
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
 
 

ろ
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
に
影
響
を
大
き
く
与
え
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 
 

さ
え
該
当
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
【
只
野
W
O
や
土
。
し
た
が
っ
て
、
田
 
 

辺
の
批
判
点
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
対
す
る
批
判
と
い
う
よ
り
は
、
西
洋
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に
お
い
て
実
存
と
い
う
概
念
が
歩
ん
だ
歴
史
そ
の
も
の
へ
の
批
判
に
 
 

さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
に
お
い
て
社
会
性
が
な
い
と
い
う
解
釈
は
成
立
 
 

し
な
い
。
田
辺
の
弁
証
法
の
観
点
に
立
つ
と
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
 
 

に
お
い
て
は
社
会
性
の
議
論
が
弱
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
 

こ
こ
で
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
と
は
、
受
動
 
 

的
な
側
面
（
種
的
側
面
）
が
あ
る
と
同
時
に
能
動
的
な
側
面
（
個
的
 
 

側
面
）
 
も
あ
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
種
的
行
為
を
強
調
さ
え
 
 

す
れ
ば
具
体
的
で
十
分
な
社
会
性
と
い
う
概
念
を
確
保
で
き
る
わ
け
 
 

で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
践
的
思
想
の
核
 
 

心
た
る
実
存
と
理
性
の
協
働
と
い
う
思
想
【
F
u
k
声
N
諾
f
こ
は
、
社
 
 

会
性
を
捉
え
る
際
に
重
要
な
観
点
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
。
そ
し
て
こ
の
実
存
と
理
性
の
協
働
と
い
う
思
想
は
、
田
辺
と
ヤ
 
 

ス
パ
ー
ス
の
思
想
の
微
妙
な
差
異
を
考
察
す
る
一
つ
標
識
に
も
な
ろ
 
 

う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
実
存
と
理
性
の
協
働
に
は
明
ら
か
に
 
 

媒
介
の
思
想
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
田
辺
の
考
え
る
交
互
媒
介
 
 

と
ど
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
う
る
か
 
 

ら
で
あ
る
（
〕
 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
人
間
の
社
会
性
を
考
察
す
る
際
に
は
、
現
存
在
の
交
 
 

わ
り
と
実
存
的
交
わ
り
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
 
 

の
だ
が
、
彼
の
実
存
的
交
わ
り
に
神
秘
的
思
想
が
は
た
ら
い
て
い
る
 
 

点
は
否
定
し
が
た
い
。
と
り
わ
け
、
実
存
的
交
わ
り
を
愛
と
闘
争
と
 
 

し
て
捉
え
る
際
、
闘
争
を
実
存
的
観
点
か
ら
積
極
的
に
筒
定
し
て
し
 
 

ま
う
点
は
、
彼
が
生
き
た
歴
史
的
文
脈
か
ら
再
考
察
す
る
と
注
意
を
 
 

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
思
想
で
あ
る
【
ざ
s
声
－
N
望
。
 
 

（
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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