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神
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判
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）

二

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場

結
語序

現
代
の
哲
学
が
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
・
ス
ム
か
ら
始
ま
り
、
カ
ン
ト
の
認
識
主
観

の
確
立
に
よ
っ
て
形
而
上
学
と
し
て
の
基
本
的
位
置
を
定
位
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
れ
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
独
自
の
基

礎
的
存
在
論
に
お
い
て
根
源
的
に
問
い
直
し
、
新
し
い
地
平
を
拓
い
た
の
が
ハ
イ
デ

ガ
ー
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
確
認
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
存
在
論
が
内
蔵
す
る
問
題

を
ブ
ー
バ
ー
の
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の
出
版
は
一
九
二
七
年
で
あ
る
（
ヒ
ト
ラ
ー
の
『
我

が
闘
争
』
の
第
一
部
が
二
五
年
、
第
二
部
が
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
単
な
る
偶
然

と
し
て
も
、
併
せ
て
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
）。
そ
の
哲
学
史
的
意
義
や
概
要
に
つ

い
て
今
更
贅
言
の
要
は
な
い
。
し
か
し
彼
が
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
の
根
源
的
課

題
と
し
て
〈
存
在
〉
の
意
味
へ
の
問
い
を
改
め
て
要
請
し
た
こ
と
に
は
留
目
し
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。周
知
の
よ
う
に
彼
は
現
代
の
哲
学
が
哲
学
と
し
て
あ
る
た
め
に〈
存

在
〉
を
問
う
こ
と
の
必
然
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
全
く
新
し
く
〈
存
在
〉
は
〈
存

在
者
〉
の
〈
現
存
在
〉
を
通
し
て
の
み
そ
の
実
存
的
概
念
を
把
握
で
き
る
こ
と
を
定

立
し
た
。
そ
の
理
由
を
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
が
そ
の
成
立
以
来
〈
存
在
〉

を
生
成
し
て
い
く
世
界
に
対
し
て
固
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
恒
常
的
に
持
続
さ
れ
て

い
く
も
の
と
当
然
視
し
て
き
た
が
、
そ
の
内
実
は
そ
の
態
を
な
し
て
い
な
い
、
そ
の

〈
存
在
〉
自
体
を
忘
却
し
て
い
る
、
即
ち
〈
存
在
忘
却
（S

einsvergessenheit）〉
に
あ

る
と
立
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の〈
存
在
忘
却
〉と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
以
来
の
、

在
る
を
意
味
す
るo

n

（seiend

）
ま
たein

ai

（S
ein

）
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
オ
ー

バ
ー
ラ
ッ
プ
し
た
曖
昧
さ
が
形
而
上
学
成
立
以
来
十
分
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ

の
ま
ま
内
蔵
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
精
神
史
に
お
い
て
哲
学
と
神
学
の
運
命
を
規
定
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
従
っ
て
〈
存
在
忘
却
〉
を
克
服
す
る
た
め
に
、
存
在
者
の
現
存
在
か
ら
〈
存
在
〉

を
明
示
す
る
の
は
、
必
然
的
に
ギ
リ
シ
ャ
に
淵
源
す
る
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の

原
点
と
し
て
の
〈
原
存
在
（S

eyn

）〉
の
開
示
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
存
在
〉
を
問
う
こ
と
が
、
同
時
に
こ
の
二
肢
構
造
の
〈
原
存
在
〉
の
考
察
に
至

る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
に
よ
り
水
路
を
開
く
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
彼
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
経
験
概
念
の
解
明
の
過
程
に
お
い
て
で
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は
あ
る
が
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
彼
自
身
が
そ
の
性
格
を
特
徴
づ
け
た
学
問
で
あ

る
、
存
在
者
を
存
在
者
と
し
て
吟
味
す
る
学
問
を
第
一
哲
学
と
名
づ
け
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
第
一
哲
学
は
存
在
者
を
単
に
そ
れ
が
存
在
者
で
あ
る
こ
と
（S

eiendheit

）

に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
そ
の
存
在
者
で
あ
る
こ
と
に
純
粋
に
対
応
す
る

存
在
者
で
あ
る
最
高
の
存
在
者
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
存
者
はτó

θεı̄ον

、

神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
奇
妙
な
両
義
的
な
意
味
で
、〈
存
在
〉
と
も
呼
ば
れ
る
第

一
哲
学
は
存
在
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
真
に
存
在
す
る
も
の
の
神
学
で
も
あ
る
。
そ

れ
を
よ
り
明
確
に
言
う
な
ら
ば
、
神
論
（T

heiologie

）
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

存
在
者
の
学
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
自
体
、
存
在
論
的＝

神
学
的
（onto-theologisch

）

な
も
の
で
あ
る（
１
）」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
併
せ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
、
何

を
知
り
、
そ
の
知
っ
た
も
の
を
如
何
に
し
て
知
る
か
に
お
い
て
、
形
而
上
学
で
あ
る（

２
）」

と
い
う
こ
と
も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
存
在
者
の
現
存

在
を
通
し
て
存
在
と
は
何
か
を
吟
味
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
存
在
忘
却
か
ら
解
放
さ

れ
る
と
い
う
の
は
、「
存
在
」
を
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
が
、
彼
に
お
い
て
は
、
存

在
論
の
本
質
を
問
う
絶
対
的
な
学
問
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
の
存
在
を
問
う
即
ち
絶

対
者
の
絶
対
性
を
問
う
絶
対
者
の
神
学
も
存
在
者
の
存
在
の
知
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
忘
却
は
か
く
て
存
在
の
ギ
リ
シ
ャ
的
源
泉
と
キ
リ
ス
ト
教
の

神
学
的
源
泉
を
配
視
し
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
こ
れ
を
内
蔵
し
つ
つ

行
わ
れ
る
基
礎
的
存
在
論
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ

を
当
初
時
間
性
に
お
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、第
七
版
の
打
切
り
に
よ
り
、

結
論
的
解
答
は
確
か
に
未
完
で
あ
る
。
し
か
し
思
惟
の
根
拠
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
、

彼
の
立
場
は
確
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
本
稿
の
課
題
解
明
の
基
盤
が
あ
る
。

存
在
論
の
構
築
が
根
底
か
ら
問
い
直
し
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
十
九
世
紀
後
半

か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
自
然
科
学
の
急
速
な
発
展
と
無
関
係
で
は
な
い
。
人
間

の
学
と
し
て
の
形
而
上
学
が
、
た
と
え
精
神
科
学
と
し
て
自
然
科
学
に
対
抗
し
て
自

ら
を
位
置
づ
け
そ
の
存
在
の
維
持
を
図
っ
て
も
、
精
神
に
お
け
る
進
歩
の
観
念
が
崩

壊
し
た
中
で
、
そ
の
問
い
直
し
は
必
然
で
あ
っ
た
。
二
十
世
紀
前
半
の
思
想
的
・
精

神
的
状
況
に
お
け
る
人
間
存
在
へ
の
提
言
と
そ
の
把
握
の
多
様
性
は
、
こ
れ
を
如
実

に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
ギ
リ
シ
ャ
に
淵
源
す
る
哲
学
と
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
を
母
胎
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
が
共
に
そ
の
存
在
理
由
を
根
本
的

に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
精
神
の
空
洞
化
に
対
す
る
危
機
意
識
が
〈
実
存
〉
と
し
て

の
人
間
存
在
の
把
握
へ
向
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
を
哲
学
と
神
学

に
配
視
し
て
、
彼
の
言
う
〈
存
在
忘
却
〉
を
克
服
す
る
た
め
基
礎
的
存
在
論
に
よ
る

〈
存
在
〉
の
認
識
に
向
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
彼
の
立
場
が
「
存
在
論
は
如
何

な
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
よ
り
も
古
い（

３
）」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
は
止
目
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
彼
と
対
比
的
に
考
察
さ
れ
る
ブ
ー
バ
ー
の
思
惟
の
根

拠
は
キ
リ
ス
ト
教
の
母
胎
と
な
る
ユ
ダ
ヤ
教
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
存
在
論
は

今
や
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
し
て
定
位
さ

（
４
）れ
、ギ
リ
シ
ャ
的
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
に
対
峙
す
る
。

従
っ
て
両
者
の
存
在
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惟
の
根
拠
と
し
て
立
つ
所
を
相
違
す
る
。

こ
れ
を
比
較
的
に
考
察
す
る
の
は
何
処
に
意
味
が
あ
る
の
か
。
要
は
こ
れ
に
答
え
る

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
以
下
ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
と
こ
れ
に
対
す
る
後
者
の
立
場
の

弁
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
言
っ
て
彼
の
ブ
ー
バ
ー
へ
の
反
批
判
や
言

及
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
方
法
と
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
定
立

の
基
幹
と
な
る
部
分
を
取
出
し
、
ブ
ー
バ
ー
の
主
張
と
対
比
し
、
明
示
す
る
こ
と
に

ク
ル
ッ
ク
ス

な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
関
門
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
長
就
任

と
か
の
演
説
が
あ
る
が
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
ま
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
等
ユ
ダ
ヤ
人

学
究
に
と
っ
て
赦
す
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
も
然
り

で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
主
に
Ｇ
・
シ
ュ
ネ
ー
ベ
ル

ガ
ー
の
私
家
版
記
録
文
書
を
中
心
に
、
著
書
に
お
い
て
一
応
の
考
察
を
果
し
て
い
る

１４７ブーバーとハイデガー（Ⅰ）
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の
で

（
５
）、

こ
の
点
に
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
論
点
は
存
在
論
の
対
比
的
考
察
に
お

い
て
み
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一

ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判

ブ
ー
バ
ー
の
『
我
と
汝
』
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
エ
ン
ゼ
ル
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た

の
は
一
九
二
三
年
で
あ
る
。
彼
自
身
も
言
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
〈
我
〉
を

我
に
お
い
て
み
る
の
で
は
な
く
、〈
我
〉
と
対
応
す
る
〈
汝
〉
に
お
い
て
み
る
こ
と

は
既
に
ヤ
コ
ー
ビ
や
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
行
っ
て
い
る
が

（
６
）、

個
と
し
て
の
人
間
の

実
存
的
自
我
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
の
再
評
価
と
相
俟
っ
て
問
わ
れ
つ
つ

あ
っ
た
二
十
世
紀
初
め
に
、
正
面
か
ら
書
名
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ

の
内
容
が
厳
密
な
意
味
で
論
理
的
に
体
系
化
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
人
間
を
実
存
論

的
・
存
在
論
的
に
、
捉
え
直
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
、
哲
学
的
に
画
期
的
な
意

味
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。〈
汝
〉
と
の
関
係
で
自
己
存
在
と
し
て
の
〈
我
〉
を
認
識

す
る
、
こ
れ
を
ブ
ー
バ
ー
は
〈
対
話
的
原
理
（dialogisches

P
rinzip

）〉
と
言
う
が
、

こ
の
構
造
に
よ
る
人
間
存
在
の
把
握
を
、
と
い
う
よ
り
は
『
我
と
汝
』
の
構
成
の
全

体
を
存
在
論
的
に
体
系
的
に
把
え
た
ロ
バ
ー
ト
・
Ｅ
・
ウ
ッ
ド
は
「
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ブ
ー
バ
ー
の
思
想
の
存
在
論
的
基
礎
」
と
位
置
づ
け

（
７
）、
ま
た
ト
イ
ニ
ッ
セ
ン
は
『
我

と
汝
』
の
中
に
は
暗
黙
的
に
認
め
ら
れ
る
〈
包
括
的
な
存
在
論
（eine

im
plizite

O
ntolo-

gie

）〉
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
（
８
）。
ブ
ー
バ
ー
に
あ
っ
て
『
我
と
汝
』
は

彼
の
思
想
の
原
器
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
哲
学
的
著
作
は
こ
れ
の
補
遺

で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
彼
は「
対
話
的
実
存
の
諸
著
作
」と
言
っ
て
い
る
が

（
９
）、

こ
こ
に
彼
の
存
在
論
の
基
本
的
性
格
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち〈
対
話
的
実
存
〉

に
お
い
て
そ
の
存
在
論
の
構
成
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
批
判
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
但
し
こ
の
た
め
に
こ
こ
で
改
め
て
ブ
ー
バ
ー
自
身

の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
よ
る
、
即
ち
聖
書
を
起
点
と
し
た
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
も
言
わ
れ

る
存
在
論
を
対
論
的
に
詳
説
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
直
接
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
対
象

と
し
た
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
こ
れ
を
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
視
座
か
ら
み
る
時
、
一
応
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
二
点
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
中
の
一
つ
は
、
一
九
三
八
年
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
か
ら
脱
出
し
、
ヘ
ブ

ル
大
学
の
社
会
科
学
科
の
主
任
教
授
、
社
会
哲
学
の
講
座
担
当
と
し
て
着
任
し
た
彼

の
同
年
の
冬
学
期
講
義
と
し
て
行
わ
れ
、
一
九
四
三
年
ヘ
ブ
ル
語
で
、
四
七
年
英
語

と
ド
イ
ツ
語
で
刊
行
さ
れ
た
『
人
間
の
問
題
（D

as
P

roblem
des

M
enschen）』（

英
訳
は

W
hatis

M
an?

）
の
第
二
章
第
二
節
の
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
論
（D

ie
Lehre

H
eideggers）

」

で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
一
九
五
一
年
ア
メ
リ
カ
の
諸
大
学
で
行
っ
た
ド
イ
ツ

語
の
講
演
そ
の
他
を
含
む
論
文
集
『
神
の
蝕
（G

ottesfinsternis.B
etrachtungen

zur
B

ezie-

hung
zw

ischen
R

eligion
und

P
hilosophie）』

で
あ
る
。
こ
れ
は
当
初
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
マ

ン
、
Ｅ
・
カ
メ
ン
カ
及
び
Ｎ
・
グ
ー
タ
ー
マ
ン
に
よ
り“E

clip
s

o
f

G
od,

S
tudies

in

th
e

R
elatio

n
b

etw
een

R
elig

io
n

and
P

hilo
sophy.”とし

て
五
二
年
ハ
ー
パ
ー
社
よ

り
刊
行
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語
版
は
翌
五
三
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
マ
ネ
ッ
セ
社
か
ら
刊
行

レ
プ
リ
ク

さ
れ
て
い
る
。
序
説
と
附
録
の
、
第
五
論
文
に
対
す
る
、
ユ
ン
ク
の
反
論
へ
の
再
反
論

を
除
い
て
七
篇
の
論
文
が
収
載
さ
れ
て
い

（
１０
）

る
。〈
神
の
蝕
〉
と
は
、
太
陽
に
雲
が
か

か
れ
ば
見
え
な
く
な
る
よ
う
に
、
現
代
は
神
と
人
間
の
間
が
さ
え
ぎ
ら
れ
、
神
を
み

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
回
復
し
、
神
と
直
接
に
向

き
あ
う
こ
と
に
よ
り
人
間
は
そ
の
本
来
の
在
り
方
を
得
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
宗
教
と
哲

学
の
考
察
を
通
し
て
こ
れ
を
提
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
ハ
ヤ
ト
ロ

ギ
ア
に
根
柢
を
お
く
存
在
論
が
あ
る
。
第
五
論
文
は
「
宗
教
と
現
代
思
想
（R

eligion

und
m

odernes
D

enken）」
と
な
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
神
は
現
代
に
顕
現
せ
ず
沈
黙
し

て
い
る
の
か
を
サ
ル
ト
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
哲
学
、
ユ
ン
ク
の
深
層
心
理
学
を

批
判
し
て
解
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
、
ユ
ン
ク
は
別
と
し
て
、
先
の

１４６ 齋 藤 昭
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〔一〕 『
人
間
の
問
題
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
批
判
に
接
続
し
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ

る
彼
の
思
想
に
対
す
る
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
を
み
て
い
く
も
の
と
す
る
。

一
九
三
八
年
エ
ル
サ
レ
ム
の
ヘ
ブ
ル
大
学
の
教
授
と
し
て
ブ
ー
バ
ー
が
講
壇

に
立
っ
た
こ
と
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
期
か
ら
ナ
チ
・
ド
イ
ツ
の
時
代
に
か
け
て
成

人
講
座
（V

olkshochschule

）
ま
た
ア
リ
ヤ
（
移
住
）
を
目
指
す
ユ
ダ
ヤ
人
青
少
年
の
教

国

土

育
に
当
っ
た
こ
と
と
は
違
っ
て
、
エ
レ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
学
生

の
将
来
に
直
接
的
に
責
任
を
担
う
教
師
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
彼
が

社
会
哲
学
担
当
の
教
授
と
し
て
行
っ
た
『
人
間
の
問
題
』
も
、
単
に
彼
の
存
在
論
、

我
―
汝
を
軸
と
し
た
対
話
的
原
理
の
思
想
を
思
想
的
に
補
強
す
る
も
の
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
キ
ブ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
将
来
を
視
野
に
入
れ
た
ユ
ダ
ヤ

人
社
会
構
成
の
原
理
と
し
て
の
人
間
論
を
述
べ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は

対
自
的
に
個
人
と
し
て
あ
る
人
間
を
対
象
と
し
て
み
て
い
る
の
で
は
な
く
、
神
と
人

間
の
関
係
を
前
提
と
し
て
、
人
間
に
対
す
る
人
間
即
ち
我
―
汝
と
の
関
係
に
お
け
る

人
格
的
人
間
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
れ
は
〈
哲
学
的
人
間
学
〉
と

し
て
定
位
で
き
る
が
、
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
か
ら
の
発
想
で
は
な
い
。
確
か
に
カ
ン
ト
の

形
而
上
学
、
道
徳
、
宗
教
に
お
い
て
人
間
を
問
い
、
そ
れ
を
く
る
め
て
、
人
問
と
は

何
か
、
を
問
う
の
は
、
哲
学
的
人
間
学
の
基
本
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
故
に

そ
れ
は
学
と
し
て
の
哲
学
（die

philosophische
W

issenschaft）
の
基
本
と
な
る
も
の
で

あ
ろ

（
１１
）う

。
そ
し
て
彼
独
自
の
存
在
論
を
こ
の
上
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
人
間
観
を

存
在
論
的
に
批
判
す
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
ブ
ー
バ
ー
は
そ
の
認
識
主
観
の
確
立
に
お
い
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
遂

げ
た
カ
ン
ト
の
「
人
間
と
は
何
か
」
の
設
問
の
吟
味
か
ら
始
め
て
、
必
ず
し
も
カ
ン

ト
が
人
間
の
実
存
的
全
体
性
に
答
え
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
こ
か
ら
史
的
に

人
間
観
の
軌
跡
を
批
判
的
に
辿
り
、
そ
の
上
で
現
代
の
思
想
的
状
況
と
対
決
し
、
自

ら
の
立
場
を
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
現
状
と
展
望
に
お
い
て
表
明
す
る
方
向
を

と
っ
て
、
こ
の
問
題
に
答
え
て
い（
１２
）る
。
即
ち
彼
に
お
い
て
は
人
間
の
存
在
を
い
ま
・

こ
こ
と
し
て
の
実
存
的
瞬
間
に
お
け
る
人
間
の
存
在
論
的
分
析
を
も
っ
て
空
間
的
に

提
示
す
る
哲
学
的
人
間
学
の
手
法
を
と
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的

に
は
歴
史
性
と
い
う
こ
と
を
顧
慮
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
こ
れ
を
弁
駁
す
る
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
は
抽
象
的
で
何
ら
具
体
性
は
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
人
間

と
は
何
か
、
に
答
え
る
人
間
学
の
基
底
に
汝
と
の
対
応
ま
た
汝
に
お
い
て
我
を
措
定

し
、
ハ
ー
ヤ
ー
の
力
動
性
に
あ
る
人
間
存
在
の
現
実
態
が
提
示
さ
れ
て
い
る
、
そ
し

て
そ
の
上
に
〈
世
代
（A

ltersstufe

）〉（
１３
）の

存
在
が
配
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
間
性
の
中
で
彼
は
真
の
全
体
と
し
て
の
人

ダ

ー

間
の
主
体
性
が
現
実
に
〈
そ
こ
〉
に
存
在
し
〈
関
与
し
て
い
る
（D

abeisein

）〉（
１４
）と
言

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
像
を
も
っ
て
現
実
の
危
機
的
状
況
と
そ
の
思
想
と
に
対

峙
し
、
自
ら
の
立
場
を
鮮
明
に
し
て
、
克
服
と
展
望
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
は
こ
の
中
に
あ
る
。

こ
の
た
め
に
彼
は
カ
ン
ト
の
問
い
を
背
後
に
し
つ
つ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
カ

ン
ト
に
至
る
人
間
に
つ
い
て
の
思
想
を
辿
っ
て
、
哲
学
的
人
間
学
の
前
史
と
し
て
の

人
間
観
を
吟
味
し
、
人
間
学
的
問
題
の
具
体
的
な
回
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
が
や

は
り
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ブ
ー
バ
ー
自
身
の
十
四
歳
の
時
の
『
ブ
ロ
レ
ゴ
メ

ナ
』
と
の
出
会
い
を
回
想
し
つ
つ
、
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
彼
自
身
の
関
心

が
単
に
時
間
・
空
間
に
お
け
る
人
間
存
在
の
把
握
だ
け
で
は
な
く
、
有
限
な
も
の
と

無
限
な
も
の
、し
か
も
有
限
な
も
の
と
全
く
異
っ
た
永
遠
な
も
の
の
存
在
へ
の
関
心
、

つ
ま
り
有
限
な
存
在
で
あ
る
人
間
と
永
遠
な
も
の
と
の
間
に
結
び
つ
き
が
あ
る
か
否

か
で
あ
っ
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
、
ボ
ヴ
ィ
ル
ス
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
、

ピ
コ
、
パ
ス
カ
ル
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
辿
り
、
特
に
パ
ス
カ
ル
の
無
限
の
中
に
い
る
人
間

へ
の
問
と
の
対
決
に
お
い
て
、
実
存
的
に
回
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
が
カ
ン
ト
で

あ
る
と
措
定
し
、
現
代
の
人
間
問
題
へ
の
前
史
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ

１４５ブーバーとハイデガー（Ⅰ）
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し
て
こ
れ
を
現
代
の
課
題
と
し
て
問
う
作
業
手
続
き
と
し
て
、
近
代
の
思
想
を
切
拓

い
て
い
く
哲
学
的
思
惟
の
確
証
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
を
対
比
的
に
考
察
し
、一
定
の
方
向
づ
け
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
対
比
を
ブ
ー
バ
ー
に
従
っ
て
要
約
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
前
者
に
お
け
る

ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
の
弁
証
法
、
マ
ル
ク
ス
の
、
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
に
よ
っ
て
そ

の
逆
倒
と
云
わ
れ
た
、
唯
物
弁
証
法
と
そ
の
史
観
は
我
々
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
わ
ば
無
理
矢
理
星
の
軌
道
と
歴
史
の
進

路
を
思
弁
的
に
確
実
で
あ
る
と
結
び
つ
け
た
。
こ
れ
に
対
し
て
自
己
の
課
題
を
人
間

世
界
の
み
に
あ
る
と
限
定
し
た
マ
ル
ク
ス
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
く
弁
証
法
的
で
は

あ
る
が
、
実
際
に
そ
れ
が
有
用
に
作
用
す
る
と
し
て
、
未
来
の
確
実
性
だ
け
を
語
っ

た
。
今
日
彼
の
言
う
確
実
性
は
恐
る
べ
き
歴
史
的
分
岐
点
の
定
め
ら
れ
た
混
沌
の
中

に
あ
る（
１５
）」

と
彼
が
言
っ
て
い
る
の
を
指
摘
す
る
だ
け
で
よ
い
。
即
ち
ど
の
よ
う
な
弁

証
法
も
現
代
の
人
間
の
不
安
と
実
存
的
頽
落
か
ら
救
い
得
る
保
証
を
も
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
絶
望
的
不
安
定
の
中
に
あ
る
の
が
現
代
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
線
か
ら

み
て
ブ
ー
バ
ー
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
の
評
価
は
低
い
。
彼
の
哲
学
の
中
に
は
カ

ン
ト
が
提
起
し
た
「
人
間
と
は
何
か
」
の
問
い
が
全
く
含
ま
れ
ず
、
問
い
を
断
念
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
を
越
え
て
、
そ
の
人
間
観
の
命
題
に

よ
っ
て
〈
汝
〉
を
発
見
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
若
い
日
の
思
想
形
成

に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
し
な
い（
１６
）が

、
ニ
ー
チ
ェ
の
人
間
学
的
な
問

い
か
け
の
迫
力
と
情
熱
の
方
が
、
彼
を
越
え
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
同

時
に
彼
は
ニ
ー
チ
ェ
の『
力
へ
の
意
志
』を
彼
の
立
場
か
ら
解
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ニ
ー
チ
ェ
の
〈
力
（M

acht

）〉
の
思
想
は
、
単
な
る
自
己
満
足
の
表
出
に
す
ぎ
ず
、

責
任
逃
れ
の
、
精
神
を
裏
切
り
世
界
史
を
破
壊
す
る
そ
の
〈
力
〉
は
悪
で
あ
る
と
断

罪
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
人
間
学
的
問
い
か
け
も
そ
れ
故
に
誤
っ
て
い
る
と
言
う
、
つ
ま

り
彼
は
現
代
が
求
め
て
い
る
「
哲
学
的
人
間
学
の
積
極
的
な
基
礎
づ
け
は
何
も
与
え

な
か
っ
た
の
で
あ

（
１７
）る
」。
な
ぜ
な
ら
超
人
の
理
想
を
説
く
「
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
人

間
の
問
題
は
周�

縁�

の
問
題
（R

and
problem

）
で
あ

（
１８
）る

」
か
ら
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
結
局
超
人
の
理
想
は
説
く
と
も
、
人
間
と

い
う
生
き
物
が
動
物
界
か
ら
発
生
し
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
た
事
実
、
ま
た
人
間
と
い

う
生
き
物
が
存
在
す
る
の
に
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
か
、に
は
遂
に
答
え
な
か
っ
た
。

彼
に
は
人
間
の
人
格
を
通
し
て
構
成
さ
れ
る
時
空
を
統
合
し
た
世
界
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
問
に
答
え
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
基
礎
づ
け
た
我
―
汝
の
人

間
に
よ
る
共
同
社
会
の
構
想
は
、
社
会
学
を
軽
蔑
し
た
が
故
に
、
如
何
に
そ
の
哲
学

に
情
熱
を
か
け
て
も
、
遂
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
世
界
が
求
め
て
い
る
の
は

人
間
と
共�

に�

あ�

る�

人
間
（der

M
ensch

m
it

den
M

enschen （
１９
）

）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共

同
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
み
た
よ
う
に
、
哲
学
的
人
間
学
に
と
っ
て
代
表
的
な

哲
学
者
は
近
代
ま
で
の
哲
学
者
に
は
お
ら
ず
、
彼
ら
に
は
個
と
共
同
の
統
合
の
知
識

が
欠
け
て
い
た
、
と
い
う
の
が
ブ
ー
バ
ー
の
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
現
代

の
精
神
的
状
況
が
展
望
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
世
紀
の
〈
世
紀
末
不
安
〉
を
二
〇
世
紀
は
〈
危
機
〉
と
し
て
表
現
し
た
。
一

四
〜
一
八
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
、
二
九
年
の
経
済
恐
慌
、
三
三
年
の
ナ
チ
・
ド
イ

ツ
の
成
立
等
は
、
世
界
史
的
に
〈
危
機
〉
を
物
質
的
、
精
神
的
に
刻
印
づ
け
る
も
の

で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ー
バ
ー
の
現
代
へ
の
試
み
も
右
の
史
的
認
識
を

承
け
て
の
、状
況
に
対
す
る
把
握
と
分
析
に
よ
る
提
言
で
あ
っ
た
。彼
は
現
代
に
な
っ

て
や
っ
と
人
間
の
問
題
が
哲
学
的
課
題
と
な
っ
て
成
熟
し
た
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の

要
因
が
あ
る
と
言
う
。
一
つ
は
特
に
社
会
学
的
要
因
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
精
神
史
的
乃
至
心
魂
史
的
（S

eelengeschichtlich）
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
は

古
来
人
間
が
直
接
的
に
行
っ
て
き
た
連
帯
生
活
の
有
機
的
形
態
が
絶
え
ず
崩
壊
し
て

き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
近
代
の
人
間
が
そ
の
現
実
の
中
で
常
に
孤
独
で
あ

る
こ
と
の
深
淵
を
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
人
間
が
自

１４４ 齋 藤 昭
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分
自
身
が
作
っ
て
き
た
世
界
を
最
早
支
配
で
き
ず
、
世
界
は
人
間
か
ら
解
放
さ
れ
、

彼
と
対
峙
す
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
自
ら
の
精
神
が

衰
弱
し
挫
折
し
て
い
る
の
を
知
る
。
こ
れ
を
彼
は
以
下
の
三
つ
の
領
域
で
体
験
し
て

い
る
。
即
ち
一
つ
は
技
術
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
労
働
す
る
人
間
に
利
便
を
与

え
る
た
め
に
発
明
さ
れ
た
機
械
が
、
逆
に
人
間
を
支
配
し
、
機
械
の
延
長
上
に
人
間

が
い
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
二
つ
目
は
経
済
の
領
域

で
あ
る
。
人
口
の
増
加
と
需
給
の
営
み
が
理
性
的
な
体
系
化
に
至
ら
ず
、
人
間
疎
外

の
状
況
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、第
三
の
そ
れ
は
政
治
的
現
象
に
あ
る
、

即
ち
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
始
に
お
い
て
、
人
間
は
敵
・
味
方
と
も
壊
滅
を
も
た
ら

し
た
デ
ー
モ
ン
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
に

直
面
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
人
間
は
、
共
存
の
課
題
と
自
己
の

本
質
を
改
め
て
問
う
機
会
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ブ
ー
バ
ー
は
フ
ッ

サ
ー
ル
の
最
後
の
著
書
と
な
っ
た
未
完
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
科
学
の
危
機
と
超
越
論

的
現
象
学
』
の
中
に
み
て
い
る
。
し
か
も
彼
は
先
の
二
つ
の
要
素
と
し
て
あ
げ
た
問

題
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
同
胞
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
視
座
に
よ
り
み
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
際
右
の
著
書
よ
り
三
つ
の
命
題
を
抽
出
し
て
み
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
現
代
に
お
け
る
最
大
の
歴
史
的
現
象
は
自
己
了
解
を
求
め
て
闘
っ

て
い
る
人
間
が
い
る
と
い
う
こ
と
、
二
つ
目
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
そ
の
ま
ま
に
、

「
も
し
人
間
が
〈
形
而
上
学
的
な
〉
即
ち
特
に
哲
学
的
な
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、

理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
問
わ
れ
て
い
る
」と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
目
は
、

同
じ
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
で
、「
人
類
一
般
は
、
そ
の
本
質
上
か
ら
は
、
世
代
的

か
つ
社
会
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
人
間
性
か
ら
な
る
人
間
存
在
の
こ
と
で
あ
る
」
と

い
う
命
題
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
命
題
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル

は
人
間
が
自
己
の
存
在
の
秘
密
を
了
解
す
る
精
神
的
努
力
を
〈
闘
い
（ein

R
ingen

）〉

と
呼
ん
で
い
る
が
、
現
代
は
巨
大
な
抵
抗
に
出
会
っ
て
闘
っ
て
い
る
時
だ
と
言
う
の

で
あ
る
。
実
に
こ
の
闘
い
の
歴
史
に
こ
そ
人
間
精
神
の
問
い
か
ら
問
い
へ
の
道
程
が

あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
二
の
命
題
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人
間
は
カ
ン

ト
以
来
理
性
を
人
間
固
有
の
も
の
と
見
な
し
な
が
ら
、非
理
性
的
な
も
の
と
出
会
い
、

そ
こ
に
人
間
固
有
の
も
の
を
見
出
す
時
、
人
間
学
的
問
い
の
深
淵
に
至
る
の
で
あ
る

が
、
彼
は
徹
底
的
に
人
間
と
し
て
、
こ
の
二
律
背
反
の
現
実
を
人
間
固
有
の
全
体
と

し
て
自
覚
し
つ
つ
、
第
三
の
命
題
に
お
い
て
自
己
の
本
質
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
自
己
自
身
と
し
て
の
人
間
学
的
自
覚
と
社
会
的
連
関
に
お
い
て
あ
る
こ
と
の
基

本
的
結
合
状
態
の
自
覚
で
あ
る（
２０
）。

つ
ま
り
ブ
ー
バ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
三
つ
の
命

題
を
抽
出
し
て
、
彼
自
身
の
、
対
話
的
原
理
を
背
後
に
お
い
て
、
哲
学
的
人
間
学
を

ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア

補
強
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
個
と
集
団
（
共
同
）
を
包
ん
で
な
る
存
在
論

オ
ン
ト
ロ
ギ
ア

の
自
負
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
存
在
論
批
判
の
射
程
も
見
え
る
。
こ

の
た
め
に
彼
は
更
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
〈
単
独
者
〉
の
人
間
観
に
配
視
し
て
、
そ
の

論
理
を
つ
め
て
い
く
。

但
し
こ
こ
で
は
ヘ
ブ
ル
大
学
の
講
義
よ
り
二
年
前
、
即
ち
一
九
三
六
年
ド
イ
ツ
の

シ
ョ
ッ
ケ
ン
社
よ
り
刊
行
し
た
『
単
独
者
の
問
題
（D

ie
F

rage
an

den
E

inzelnen）』
に

お
い
て
展
開
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
単
独
者
批
判
と
あ
る
べ
き
そ
れ
の
措
定
に
つ
い

て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
の
前
提
と
し
て
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
人
間
観
に
お
け
る
真
理
と
実
存
の
思
惟
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い

る
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
カ
ー
が
彼
の
思
惟
形
式
を
受
容
し
て
も
、
結
果
的
に
は
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
〈
実
存
的
（existenziell

）〉
思
索
を
転
倒
さ
せ
て
了
っ
て
い
る
こ
と
へ
の

批
判
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
一
九
世
紀
前
半
の
思
想
的

状
況
に
孤
独
な
〈
単
独
者
〉
と
し
て
、
既
成
の
キ
リ
ス
ト
教
の
生
活
と
信
仰
と
に
対

決
し
、
こ
れ
を
内
在
的
に
批
判
し
た
。
信
仰
は
信
仰
者
の
実
存
に
よ
っ
て
の
み
実
証

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
彼
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
絶
対
の
価
値
で
あ
る
。

ブ
ー
バ
ー
は
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
宗
教
Ａ
に
対
す
る
宗
教
Ｂ

１４３ブーバーとハイデガー（Ⅰ）
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〔二〕

の
実
存
的
優
位
で
あ
る
。
形
式
で
は
な
い
彼
の
信
仰
が
彼
の
生
の
実
質
と
形
式
が
如

何
に
彼
の
人
間
存
在
を
構
成
し
、
意
味
づ
け
を
行
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
人
間

ひ
と

と
し
て
の
生
活
の
中
で
、
〈
肉
と
な
る
（F

leisch
w

erde （
２１
）

）
〉こ
と
に
よ
り
、
信
仰
の
実
現

が
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
〈
実
存
的
努
力
（das

ex-

istentielle
S

treben
）〉
と
呼
ん
で
い
る
。
蓋
し
彼
に
あ
っ
て
〈
実
存
〉
と
は
精
神
に
お

け
る
可
能
性
か
ら
全
人
格
に
お
け
る
現
実
性
へ
の
移
行
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

そ
の
過
程
に
お
け
る
負
い
目
、
不
安
、
絶
望
、
決
断
、
自
分
の
死
の
予
想
と
救
済
の

待
望
を
一
種
の
形
而
上
学
的
思
惟
の
対
象
と
し
、
単
な
る
心
的
事
象
と
み
な
す
心
理

学
的
考
察
の
対
象
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の〈
実
在
〉に
お
い
て
、

絶
対
者
と
の
存
在
的
関
係
の
中
に
あ
る
現
存
在
の
過
程
に
あ
る
諸
項
を
〈
神
の
前
に

（vor
G

ott

）〉あ
る
現
存
在
を
形
づ
く
る
諸
要
素
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
彼
の
形
而
上
学
は
未
曽
有
の
強
靱
な
首
尾
一
貫
性
を
も
っ
て
現
に
生
け
る
人
間

の
具
体
性
を
把
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
間
を
孤
立
し
た
存
在
と
し
て
で
は
な

く
、
絶
対
者
と
の
結
合
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ド
イ

ツ
観
念
論
に
み
ら
れ
る
絶
対
的
自
我
即
ち
思
惟
に
よ
っ
て
自
ら
の
世
界
を
造
り
出
す

自
我
で
は
な
く
、
人
格
と
し
て
、
絶
対
者
と
の
間
に
現
実
に
存
在
的
関
係
を
結
ん
で

い
る
人
間
的
人
格
と
し
て
あ
る
存
在
で
あ
る
。
人
格
と
人
格
の
相
互
関
係
の
中
に
絶

対
者
な
る
神
が
人
格
と
し
て
関
わ
る
こ
の
よ
う
な
人
間
学
は
明
ら
か
に
神
学
的
人
間

学
（eine

theologische
A

nthropologie）
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
人
間
お
よ
び
存
在

に
つ
い
て
の
思
索
の
意
義
は
こ
こ
に
あ
る
。

ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、現
代
の
哲
学
的
人
間
学
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
に
み
ら
れ
る
神
学
的
人
間
学
を
通
過
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の

後
哲
学
的
人
間
学
は
自
ら
の
哲
学
的
基
礎
を
哲
学
的
に
確
立
す
る
た
め
に
、
必
然
的

に
そ
の
た
め
の
神
学
的
前
提
を
抛
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
は
否
定
で
き

な
い
。
そ
の
際
問
題
と
な
る
の
は
、
哲
学
的
人
間
学
が
具
体
的
な
人
間
と
絶
対
者
と

の
結
び
つ
き
と
い
う
形
而
上
学
的
前
提
を
放
棄
せ
ず
に
、
神
学
的
前
提
を
放
棄
で
き

る
か
否
か
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
現
代
哲
学
で
は
失
敗
に
終
っ
た
と
断
ず
る

の
で
あ
る
が（
２２
）、そ
の
判
定
は
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
立
ち
な
が
ら
、

結
果
と
し
て
無
の
深
淵
に
向
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
批
判
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。

現
代
の
と
言
っ
て
も
、
過
去
の
世
紀
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
の

最
大
の
哲
学
者
と
言
っ
た
ら
、
ナ
チ
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

を
挙
げ
る
の
に
、
ほ
ぼ
異
存
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
実
存
と
し
て
の
〈
存
在
〉

へ
の
洞
察
と
論
証
は
、
現
代
哲
学
の
原
点
と
し
て
、
倫
理
学
や
神
学
等
へ
の
影
響
等

も
併
せ
て
、
確
固
と
し
た
地
位
に
あ
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
影
響
の
下
に
独
自
の
基
礎
的
存
在
論
の
確
立
に
お
い
て
、

形
而
上
学
の
基
礎
を
人
間
の
現
存
在
そ
れ
自
体
の
学
に
定
立
し
た
存
在
論
は
オ
ン
ト

ロ
ギ
ア
自
体
の
範
畴
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
の
批
評
は
こ
こ
に
あ
り
、
こ

こ
か
ら
始
ま
る
。（
２３
）そ
の
背
後
に
は
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
に
立
ち
、
形
而
上
学
の
基
礎
を
、

対
話
的
原
理
の
哲
学
に
お
く
人
間
学
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
据
え
て
み
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ピ
ィ
ス
テ
ー
ス
』
２４４
ａ
を
枕
に
〈
存
在
〉
を
根
源
的
に
問
い
直

す
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
〈
現
存
在
〉
と
い
う
概
念
の
下
に
、
自
己
自
身
の
存
在

に
対
し
て
関
係
を
も
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
存
在
の
〈
存
在
〉
に
つ
い
て
了
解
し
て

い
る
存
在
者
を
考
え
て
い
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
当
然
こ
れ
は
〈
人
間
〉
で
あ

る
べ
き
筈
で
あ
る
の
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
は
こ
れ
を
対
象
と
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
具
体
的
に
は
多
様
性
と
複
雑
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
。

然
る
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
は
こ
の
人
間
を
課
題
と
し
て
解
明
す
る
の
で

は
な
く
、
彼
を
通
し
て
提
示
さ
れ
た
〈
現
存
在
〉
そ
れ
自
体
の
み
を
扱
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
現
存
在
を
通
し
て
人
間
が
「
自
己
自
身
と
な
り
自
己
と
な
る

１４２ 齋 藤 昭
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こ
と
（zu

sich
selbst

zu
kom

m
en

und
ein

selbst
zu

w
erden

）」
が
忘
失
さ
れ
、
人
間
の
生

の
具
体
面
に
は
何
ら
か
の
関
心
も
払
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
彼
の
現
存
在
を
通
し

て
存
者
者
の
存
在
を
解
明
す
る
そ
の
存
在
論
に
は
、
具
体
的
な
人
間
存
在
を
課
題
と

す
る
哲
学
的
人
間
学
に
対
す
る
関
心
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
の
抱
懐
す
る

人
間
学
の
視
点
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
存
在
論
は
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

そ
の
た
め
に
彼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
の
出
発
点
に
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
行

う
。
即
ち
「
現
実
の
人
間
生
活
か
ら
〈
現
存
在
〉
を
分
離
す
る
こ
と
は
人
間
学
的
に

是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
即
ち
分
離
さ
れ
た
現
存
在
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
発

言
も
一
般
に
は
な
お
実
際
の
人
間
に
つ
い
て
の
哲
学
的
発
言
と
み
な
さ
れ
る
の
か
ど

う
か
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
現
存
在
概
念
の
〈
化
学
的
純
粋
性
（chem

ische
R

einheit）〉

は
お
そ
ら
く
学
説
と
そ
れ
の
主
題
と
の
現
実
的
な
前
提
の
対
立
を
、
そ
れ
故
に
ま
た

一
切
の
哲
学
、
一
切
の
形
而
上
学
が
こ
れ
か
ら
も
存
続
し
て
い
け
る
た
め
の
吟
味
を

や
っ
て
も
無
意
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
（vereitelt

）
の
で
は
な
い
か
」
（
２４
）と
。
こ
こ

か
ら
読
み
と
ら
れ
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
者
の
存
在
を
現
存
在
を
通
し
て
み

る
方
法
に
は
確
か
に
〈
化
学
的
な
純
粋
さ
〉
が
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
現
実

の
生
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
明
晰
で
あ
ろ
う
と
も
、
生
け
る

現
実
の
人
間
の
哲
学
的
把
握
に
は
な
ら
な
い
。
彼
は
現
存
在
と
時
間
と
の
関
係
を
考

察
す
る
に
当
っ
て
、
即
ち
存
在
者
を
根
源
的
、
実
存
論
的
に
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、

彼
を
現
存
在
の
可
能
的
な
全
体
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
死
へ
の
存
在（S

ein
zum

T
ode

）

と
し
て
捉
え

（
２５
）、

こ
れ
を
先
駆
的
覚
悟
性
と
し
て
の
自
己
自
身
の
実
存
に
関
わ
る
個
人

の
態
度
に
適
用
し
て
み
て
い
る
。
蓋
し
こ
れ
を
個
人
の
自
己
自
身
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
捉
え
た
場
合
、
存
在
理
解
の
根
源
的
地
平
を
拓
く
真
の
意
味
と
深
さ
や
価
値
が

開
示
さ
れ
る
の
だ
と
彼
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ー
バ
ー
は
、
自
己
の

存
在
に
関
わ
っ
て
い
る
現
存
在
と
し
て
の
現
実
の
人
間
は
そ
の
折
々
の
存
在
の
状
態

（B
eschaffenheit）

と
結
び
つ
い
て
い
る
際
に
だ
け
我
々
に
理
解
さ
れ
る
と
言
う
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
死
は
生
と
の
相
関
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
生
の
特
殊
な
部
分
を
開
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
彼
が
死
を
通
し
て
示
す
生
は
生
の
特
異
な
部
分
領
域
で
変
形
さ
れ
た
範
畴
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
々
が
実
際
に
生
き
て
い
る
現
実
の
生
の
全
体
な
ど
で

は
な
く
一
つ
の
部
分
領
域
を
示
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
あ
た
か
も
そ
れ
は
有

機
体
の
血
液
循
環
の
一
箇
所
を
結
紮
し
、
そ
の
部
分
に
何
が
起
っ
て
い
る
か
を
注
視

し
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
ブ
ー
バ
ー
は
言
い
、
こ
の
視
点
か
ら
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
現
実
的
人
間
存
在
か
ら
分
離
し
た
〈
現
存
在
〉
に
よ
る
基
礎
的
存
在
論
の
方

法
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
る
。

現
存
在
に
よ
っ
て
存
在
者
の
存
在
の
意
味
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

や
り
方
に
対
し
て
ブ
ー
バ
ー
は「
我
々
は
精
神
の
珍
奇
な
小
部
屋
へ
立
入
っ
て
い
く
、

然
る
に
我
々
が
歩
っ
て
い
く
床
は
ま
る
で
チ
ェ
ス
競
技
が
演
じ
ら
れ
る
チ
ェ
ス
盤
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
は
前
に
向
っ
て
歩
を
進
め
な
が
ら
チ
ェ
ス
の
競
技
ル
ー
ル

を
経
験
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
度
も
繰
り
返
し
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意

味
深
長
な
ル
ー
ル
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
と
に
か
く
こ
の
深
遠
な
ゲ
ー
ム
を
行
な
お

う
、
正
に
そ
の
通
り
行
な
お
う
と
一
旦
決
心
す
る
時
に
の
み
成
立
し
存
続
す
る
ル
ー

ル
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
同
時
に
こ
の
競
技
が
競
技
者
の
思
い
通
り
に
な

る
の
で
は
な
く
、
逃
れ
ら
れ
な
い
不
吉
な
宿
命
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

（
２６
）

と
言
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
に
対
し
て
比
喩
的
手
法
で
こ
の
よ

う
な
評
価
を
す
る
背
後
に
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
二
つ
の
構
え
が
あ
る
。
一
つ
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
行
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
に
明
晰
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
考
察
の
領

域
は
自
己
自
身
の
関
わ
る
生
の
特
殊
な
部
分
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
人
間
の
現
実
の
生

の
全
体
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
で
な
い
、
そ
れ
故
に
そ
の
考
察
は
彼
が
策
定
し
た
、

他
と
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
〈
精
神
の
珍
奇
な
小
部
屋
（ein

seltsam
es

１４１ブーバーとハイデガー（Ⅰ）
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G
em

ach
des

G
eistes）〉

の
床
全
体
が
チ
ェ
ス
盤
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
の
特
殊
な

ル
ー
ル
に
よ
る
〈
チ
ェ
ス
競
技
（ein

B
rettspiel

）
〉
に
す
ぎ
な
い
と
断
ず
る
ば
か
り
か
、

そ
れ
を
や
る
こ
と
自
体
、
自
ら
の
自
由
が
き
か
な
い
の
み
か
、〈
逃
れ
ら
れ
な
い
不

吉
な
宿
命
（seine

N
otw

endigkeit
und

sein
V

erhängnis）〉
が
予
感
さ
れ
る
も
の
と
し
て

暗
示
し
て
い
る
。
生
け
る
具
体
的
な
人
間
の
考
察
と
課
題
を
志
向
す
る
ブ
ー
バ
ー
に

と
っ
て
、
そ
の
存
在
を
そ
の
時
間
性
に
お
い
て
如
何
に
緻
密
に
捉
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
考
察
方
法
で
あ
る
。

そ
し
て
二
つ
め
の
彼
の
構
え
は
必
然
的
に
か
か
る
評
定
を
下
す
際
の
、
彼
の
人
間

学
の
根
拠
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
は
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
存
在
の
根
拠
に
あ
る
と
言
う
〈
日
常
性
（A

lltäglichkeit

）〉
に
お
け
る
〈
負
い

目
（S

chuld

）（
２７
）〉

に
注
目
し
、
こ
れ
に
よ
り
自
己
の
基
本
的
立
場
を
明
示
す
る
の
で
あ

る
。
彼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
ら
い
、
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
シ
ュ
ル
ト
の
多
義
的
な
用

法
を
挙
げ
て
い
る
が
、こ
こ
で
一
々
そ
れ
ら
を
並
べ
立
て
る
必
要
は
な
い
。た
だ
シ
ュ

ル
ト
に
内
在
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
の
使
用
例
を
超
え
て
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
現
存
在
が
「
存
在
の
底
に
〈
負
い
目
〉
を
も
っ
て
い
る
（D

as

D
asein

ist

》im
G

runde
seines

S
eins

,schuldig’

《（
２８
）

）
と
言
う
よ
う
に
、
現
存
在
自
身
が
〈
負

い
目
〉
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
自
己
存
在
に
至
っ
て
い
な
い
現
存

在
は
自
己
を
反
省
し
、
自
ら
を
自
己
に
向
っ
て
解
放
す
べ
く
、
即
ち
存
在
者
の
現
存

在
の
〈
非
本
来
性
（U

neigentlichkeit

）〉
へ
と
向
っ
て
行
く
よ
う
自
己
自
身
に
呼
び
か

け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
罪
責
一
切
へ
の
了
解
を
根
源
的
な
負
い
目
存
在

（ein
ursprüngliches

S
chuldigsein）

に
ま
で
遡
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
思
惟
の
正
当
性
を
認
め
る
の
に
、
ブ
ー
バ
ー
は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。（
２９
）し

か
し
問
題
は
こ
の
先
で
あ
る
。
両
者
の
人
間
存
在
の
論
理
の
決
定
的
な
差
が
明
ら
か

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

惟
う
に
人
間
存
在
を
負
い
目
あ
る
、
罪
責
あ
る
者
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
的
人
間
観
が
〈
原
罪
（E

rbsünde

）〉
の
取
り
方
に
お
い
て
典
型
的
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
イ
エ
ス
に
よ
る
〈
救
済
（E

rlösung

）〉
の
構
図
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
形
姿
を
と
り
、
し
か
も
前
者
の
構
図
を
と

ら
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ル
ト
の

諸
形
態
を
例
示
し
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
よ
り
も
、
シ
ュ
ル
ト
あ
る
人
間
を

配
視
し
つ
つ
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
れ
と
等
置
し
て
提
示
し
た
〈
呼
び
か
け
（A

nruf

od.
R

uf

）
（
３０
）〉

に
ブ
ー
バ
ー
は
力
点
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

こ
の
〈
呼
び
か
け
〉
が
実
存
的
な
聞
き
方
に
お
い
て
即
ち
現
存
在
が
己
れ
が
呼
び
か

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
世
俗
的
係
累
な
し
に
了
解
す
る
時
、
そ
の
了
解
も
そ
れ
に
応

じ
て
本
来
的
な
了
解
に
至
る
の
あ
り
、
そ
の
呼
び
声
こ
そ
現
存
在
を
呼
び
出
し
、
彼

を
存
在
可
能
（S

einkönnen

）
へ
さ
し
む
け
る
、
と
言
う
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
〈
呼

び
か
け
〉
を
行
う
〈
呼
び
か
け
る
者
（der

R
ufer

）〉
が
誰
で
あ
る
か
は
特
定
さ
れ
て

い
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
が

（
３１
）、
こ
こ
に
ブ
ー
バ
ー
の
存
在
論
的
思
惟
の
基
点
の
差

異
が
明
確
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
に
基
づ
く
存
在
者
の
存
在

を
現
存
在
を
通
し
て
み
る
と
い
う
解
釈
学
的
な
見
方
を
、
彼
だ
け
の
世
に
も
不
思
議

な
部
屋
の
床
面
を
盤
上
と
し
て
、
そ
こ
で
だ
け
通
ず
る
ル
ー
ル
で
競
ず
る
チ
ェ
ス
競

技
で
あ
る
、
と
評
し
た
。
生
の
一
部
分
を
結
紮
し
て
自
己
存
在
を
提
示
す
る
の
は
、

生
自
体
の
把
握
と
は
な
ら
な
い
。
個
人
と
し
て
あ
る
人
間
が
正
に
自
分
以
外
の
者
と

関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
故
に
在
る
彼
の
生
の
全
体
（das

ganze
Leben）

を
何
ら
手
を

加
え
ず
に
認
識
す
る
こ
と
が
大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
に
私
は
自
分
の
目
の
前
に
現

わ
れ
る
存
在
の
形
態
も
現
象
も
私
と
異
な
っ
て
お
り
、
期
待
通
り
に
現
わ
れ
る
こ
と

も
な
い
が
、
こ
の
ズ
レ
に
耐
え
て
受
容
れ
よ
う
と
、
自
分
の
全
存
在
の
真
実
を
賭
て

ダ

ー

出
会
う
時
の
み
、
私
は
〈
本
来
的
に
（eigentlich

）
〉
そ
こ
に
現
実
に
在
る
の
で
あ
る
。

ダ

ー

そ
の
〈
そ
こ
〉
が
ど
こ
で
あ
る
か
は
、
存
在
の
現
前
性
に
よ
り
、
そ
の
時
に
応
じ
て

１４０ 齋 藤 昭
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規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
が
実
際
そ
こ
に
い
な
け
れ
ば
、
私
に
は
か

ダ

ー

の
〈
負
い
目
〉
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
か
く
て
「
私
が
実
際
そ
こ
に

い
な
い
な
ら
、
私
に
は
負
い
目
が
あ
る
〔
私
は
罪
を
お
か
し
て
い
る
〕。
も
し
私
が

ヴ
ォ
ー

目
の
前
に
い
る
存
在
の
〈
汝
ハ
ド
コ
ニ
イ
ル
ノ
カ
〉
と
い
う
呼
び
か
け
に
、〈
私
ハ

ダ

ー

ダ

ー

コ
コ
ニ
イ
マ
ス
〉
と
答
え
て
も
、
実
際
に
そ
こ
に
い
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
私
の
全
存

在
の
真
実
を
も
っ
て
〔
そ
こ
に
〕
い
な
け
れ
ば
、
私
に
は
負
い
目
が
あ
る
こ
と
に
な

る〔
私
は
罪
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
〕。
根
源
的
に
罪
が
あ
る
と
い
う
こ
と
（S

chuldig-

sein

）
は
自
己
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
（das

B
ei-sich-bleiben

）
で
あ

る
。
し
か
し
現
前
の
存
在
の
形
象
と
現
象
が
私
の
傍
を
通
り
す
ぎ
て
い
き
、
し
か
も

ダ

ー

私
が
実
際
に
そ
こ
に
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
形
象
と
現
象
と
が
消
え
去
っ
て
彼

方
か
ら
、
第
二
の
呼
び
か
け
が
、
ま
る
で
私
自
身
か
ら
現
れ
て
来
る
か
の
よ
う
に
、

か
す
か
に
ま
た
ひ
め
や
か
に
や
っ
て
来
る
、〈
汝
ハ
ド
コ
ニ
イ
タ
ノ
カ
（W

o
bist

du

gew
esen?

）〉
と
。
こ�

れ�

が�

良
心
の
呼
び
か
け
〔
叫
び
〕
で
あ
る
。
私
の
現
存
在
が
私

を
呼
ぶ
の
で
は
な
く
、
私
で
は
な
い
存
在
が
私
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。（
３２
）」

明
ら
さ
ま
に
は
ブ
ー
バ
ー
は
語
っ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
に
彼
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判

の
立
脚
点
が
示
さ
れ
て
い
る
の
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ハ
イ
デ

ダ
ー
ザ
イ
ン

ガ
ー
は
実
存
的
な
存
在
の
論
理
を
立
て
る
時
、
現
存
在
を
重
視
す
る
。
ブ
ー
バ
ー
に

と
っ
て
は
そ
れ
は
一
部
分
の
開
示
で
あ
っ
て
全
体
で
は
な
い
、
そ
こ
に
彼
の
》W

o

b
ist

d
u

?

《
、》D

a
bin

ich.

《
に
お
い
て
示
す
彼
自
身
の
存
在
論
の
根
底
を
暗
示
的

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
こ
れ
を
ヘ
ブ
ル
聖
書
「
創
世
記
」
三
・
９
以
下
、

仝
二
二
・
１
及
び
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
三
・
４
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
禁

断
の
実
を
食
っ
た
ア
ダ
ム
に
神
エ
ロ
ヒ
ム
の
〈
汝
ハ
ド
コ
ニ
イ
ル
ノ
カ
（’ajekah

）〉

と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
る
。
し
か
し
禁
を
犯
し
た
ア
ダ
ム
は
こ
れ
に
答
え
ず
、
神
の

シ
ュ
ル
ト

顔
を
避
け
て
、
園
の
木
の
間
に
隠
れ
た
。
罪
を
お
か
し
た
こ
と
の
自
認
で
あ
る
。
第

ダ

ー

二
と
第
三
は
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
モ
ー
セ
に
個
有
名
で
直
接
的
に
神

が
呼
び
か
け
た
の
に
対
し
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
共
に
〈
私
は
コ
コ
ニ
オ
リ
マ
ス

（hineni

）〉
と
答
え
て
い
る

（
３３
）。

ア
ダ
ム
の
行
為
は
右
に
引
用
し
た
ブ
ー
バ
ー
の
文
に

ダ

ー

即
し
て
み
る
な
ら
ば
、そ
こ
に
い
な
い
故
に
自
己
の
も
と
に
と
ど
ま
っ
て
不
在
の〈
負

い
目
〉
を
自
認
し
た
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
モ
ー
セ
の
こ
こ
に
い

る
こ
と
の
直
接
的
な
表
明
は
、
私
で
な
い
存
在
者
へ
の
応
答
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る

自
己
の
存
在
の
確
認
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
現
存
在
に
お
い
て
そ
の
生
の
全

体
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
る
存
在
の
根
拠
の
提
示
を
も
背
後
に
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
端
的
な
表
明
は
モ
ー
セ
の
問
に
対
す
る
神
の
自
己
存
在
の
顕

示
、
ブ
ー
バ
ー
と
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
翻
訳
に
よ
れ
ば
〉Ich

w
erd

e
d

asein
,als

der
ich

dasein
w

erd
e.〈

と
な
っ
て
い
る
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」三
・
１４
の
〉Ehjeh

ascher

eh
jeh

.〈
で
あ
る
。
蓋
し
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
、
彼
の
人
間
と
し
て
の
存
在
は
自
ら
こ

の
言
葉
を
も
っ
て
自
ら
の
存
在
を
告
知
す
るJH

W
H

の
呼
び
か
け
に
、
全
存
在
を

も
っ
て
応
答
す
る
時
に
自
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
と
言
わ
れ
る
存
在

論
の
基
準
で
あ
る
。
そ
こ
に
ブ
ー
バ
ー
が
〉N

ich
tm

ein
D

asein
ruftm

ich,sondern

d
as

S
ein

,d
as

n
ich

tich
ist,ru

ftm
ich

.〈と
言
う
文
章
の
底
に
あ
る
意
識
が
現
れ
て
い

る
の
が
読
み
と
ら
れ
る
。

ブ
ー
バ
ー
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
理
論
に
対
す
る
批
判
の
基
本
に
あ
る
も
の
を
、
右
の

よ
う
に
理
解
し
て
お
く
な
ら
ば
、
以
下
で
の
彼
の
批
判
と
見
解
の
表
示
は
、
丹
念
に

そ
の
跡
を
辿
ら
な
く
と
も
、
理
解
で
き
る
。
特
に
彼
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
比
較
に

よ
る
批
判
の
基
本
的
視
座
が
明
確
に
な
る
。
さ
て
人
間
の
精
神
史
に
お
い
て
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
パ
ス
カ
ル
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
辿
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
孤
独
な

ま
ま
交
わ
れ
る
神
へ
の
希
求
で
あ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
〈
神
は
死
ん
だ
〉
と
い
う
言

葉
の
底
に
あ
る
の
も
こ
の
孤
独
で
あ
り
、
彼
が
求
め
る
の
は
こ
の
中
で
の
自
己
自
身

と
の
内
的
交
わ
り
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
基
礎
に
あ
る
の
も
こ
れ
で
あ

る
。
彼
の
基
礎
的
存
在
論
は
正
に
自
己
存
在
と
の
関
係
で
の
人
間
の
現
存
在
の
提
示

１３９ブーバーとハイデガー（Ⅰ）
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で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
生
か
ら
抽
出
さ
れ
た
諸
々
の
本
質
的
な
性
質
相

互
間
の
関
係
を
記
述
す
る
点
で
は
意
義
が
あ
る
が
、
ま
た
人
間
の
生
自
体
と
そ
の
人

間
学
的
理
解
の
面
で
は
、
有
益
な
示
唆
は
あ
っ
て
も
、
課
題
に
対
し
て
は
妥
当
で
は

な
い

（
３４
）

。
な
ぜ
な
ら
確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
人
間
存
在
を
本
質
的
に
は
、
周
知
の
よ

あ
る
も
の

う
に
、〈
世
界
内
存
在
〉
と
規
定
し
、
人
間
は
、
物
の
よ
う
な
単
な
る
〈
存
在
〉
で

は
な
く
、
自
己
自
身
と
関
わ
り
、
自
己
自
身
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
〈
現
存
在
〉
で

あ
る
。
し
か
し
種
々
の
論
議
を
越
え
て
、
つ
き
つ
め
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
人
間
は
結

局
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
自
己
と
は
関
わ
る
が
、
同
時
に
他
の
人
間
の
本
質
と
も
関

わ
る
存
在
と
断
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
味

で
〈
本
来
的
〉
に
現
存
在
で
あ
る
人
間
、
即
ち
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
実
存
の
目
的

で
あ
る
〈
自
己
存
在
〉
の
人
間
は
、
実
際
に
〔
他
の
〕
人
間
と
と
も
に
生
活
し
て
い

る
人
間
で
は
な
く
、
も
は
や
こ
れ
以
上
実
際
に
は
〔
他
の
〕
人
間
と
は
と
も
に
生
き

て
い
け
な
い
人
間
、
実
際
の
生
活
を
い
ま
だ
自
己
自
身
と
の
関
係
（U

m
gang

）
で
し

か
知
ら
な
い
人
間
で
あ
る

（
３５
）

」
と
言
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
更
に
続
け
て
「
し
か
し
こ
の

よ
う
な
事
は
実
際
生
活
の
遊
び
、
精
神
の
高
尚
に
し
て
不
吉
な
遊
び
で
あ
る
。
今
日

の
こ
の
よ
う
な
人
間
、
今
日
の
こ
の
よ
う
な
遊
び
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
の
中
に
表

現
さ
れ
て
い
る

（
３６
）

」
と
断
言
し
、
そ
の
哲
学
の
基
本
を
〈
遊
び
（S

piel

）〉
と
評
定
し
て

い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
は
、
時
代
的
制
約
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、

現
実
の
人
間
と
共
に
生
き
て
い
る
人
間
で
は
な
い
、
極
端
に
孤
立
し
て
い
る
人
間
を

絶
対
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
人
間
の
あ
る
べ
き
存
在
の
本
質

を
人
間
と
人
間
の
統
合
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
の
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
哲
学
は
こ
れ
を
関
知
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
こ
に
い
る
自
己
は
一
つ
の
〈
閉

鎖
的
な
体
系
（geschlossenes

S
ystem （

３７
）

）
〉に
お
け
る
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
彼
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
、
自
分
の
立
場
よ
り
、
こ
う
見
極
め
た
上
で
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
人
間
観
と
対
比
し
て
そ
の
批
判
の
結
論
へ
と
導
い
て
い
く
。

こ
の
た
め
に
は
ブ
ー
バ
ー
が
例
示
的
に
比
較
し
て
論
証
し
て
い
く
考
察
を
参
照
し

て
も
、
総
括
的
な
両
者
の
人
間
の
比
較
を
中
心
に
み
て
い
く
も
の
と
す
る
。
ま
た
既

に
先
が
見
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お

い
て
〈
単
独
者
〉
に
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
と
の
関
わ
り
に
入
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
神
に
対
し
て
の
み
開
か
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
開
か
れ
た
体
系
（ein

offenes
S

ystem

）
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
こ
の
よ
う
な
神
と
の
関
係
は
見
え
な
い
。
彼
の
〈
自
己
と

な
る
こ
と
（ein

S
elbst

w
erden

）〉
と
い
う
の
は
、
人
間
が
自
己
に
対
し
て
〈
開
か
れ

る
〉
た
め
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
閉
鎖
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ

は
何
事
か
の
た
め
に
〈
自
己
〉
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
〈
単
独
者
〉
に
な
る
と
い
う
の
は
、
何
事
か
の
た
め
の
単
独
者

で
あ
り
、
そ
れ
は
絶
対
者
と
の
関
係
に
入
る
た
め
で
あ
る
。
彼
の
人
間
は〈
単
独
者
〉

に
な
る
こ
と
に
よ
り
絶
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
を
立
て
る
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
あ
る
他
人
と
の
本
質
的
な
関
係
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。

彼
は
レ
ギ
ー
ネ
・
オ
ル
セ
ン
と
の
婚
約
解
消
後
、
彼
女
と
手
紙
で
ま
た
は
著
書
で
間

接
的
に
、
彼
女
に
つ
い
て
語
る
に
す
ぎ
な
く
と
も
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
に
は

他
の
人
間
に
対
す
る
〈
汝
〉
と
い
う
言
葉
は
存
在
す
る
の
で
あ
る（
３８
）。
こ
れ
に
対
し
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
見
完
全
に
他
人
と
の
関
係
が
本
質
的
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
の
い
う
配
慮（F

ürsorge

）と
い
う
関
係
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、

他
人
と
の
本
質
的
関
係
で
は
な
い
。
彼
の
言
う
〈
現
存
在
〉
は
自
己
存
在
の
内
部
に

お
い
て
完
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
確
か
に
そ
れ
は
世
界
か
ら
か
け
離
れ
ず
、
そ

の
中
で
自
ら
を
実
現
す
る
が
、
本
質
的
な
関
係
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る

（
３９
）

。
自
己
存
在

を
志
向
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
に
は
か
く
て
〈
汝
〉
は
存
在
し
な
い
、
自
己
の
全

存
在
を
か
け
て
、
実
在
か
ら
実
在
へ
と
、
語
ら
れ
る
〈
汝
〉
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
（
４０
）。

そ
こ
で
ブ
ー
バ
ー
は
、
大
衆
は
非
真
理
で
あ
る
、
と
い
っ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を

１３８ 齋 藤 昭
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も
っ
て
〈
単
独
者
〉
の
真
理
性
を
強
調
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
人
（das

M
an

）〉
の

人
間
観
を
批
判
す
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、〈
単
独
者
〉が
真
理
で
あ
る
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
、

人
間
的
な
制
約
さ
れ
た
真
理
と
な
る
可
能
性
が
、
無
制
約
で
あ
る
神
の
真
理
に
出
会

い
、
こ
れ
と
決
定
的
な
関
係
に
入
る
以
外
に
は
な
い
。
し
か
も
人
間
は
、
大
衆
社
会

を
拒
絶
し
〈
単
独
者
〉
と
し
て
、
全
て
の
点
で
自
己
責
任
を
担
っ
た
〔
実
存
的
な
〕

人
格
的
存
在
に
な
っ
た
時
に
の
み
、
神
と
こ
の
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
概
念
を
継
承

し
、
鮮
や
か
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
と
っ
て
、〈
単
独
者
〉
に
相
当
す

る
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
、〈
自
己
存
在
（das

S
elbstsein）〉

と
な
る
こ
と
は
、
神
の
真

理
と
関
係
は
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
的
真
理
に
な
る
と
い
う
目
的
は

喪
わ
れ
て
い

（
４１
）る

。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
〈
単
独
者
〉
に
お
い
て
神
を
〈
汝
〉
と
し
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
〈
人
〉
は
、
非
人
称
的
な
誰
で
あ
っ
て
誰
で
も
な
い
世
界
に
頽
落
し

た
世
間
的
人
間
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
彼
は
『
存
在
と
時
間
』
二
七
節
及
び
三
八

節
に
詳
細
に
論
証
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
〈
現
存
在
〉
の
関
係
の
洞
察
は
正

し
い
。
人
間
的
存
在
の
〈
現
存
在
〉
は
自
己
に
集
中
し
て
い
る
代
り
〈
人
〉
の
中
に

埋
没
さ
れ
て
い
る
の
で
、〈
現
存
在
〉
は
ま
ず
自
己
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
が
、
既
成
の
存
在
解
釈
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
〈
人
〉
の
力
に
よ
り
自
己
の

実
存
を
喪
っ
て
い
る
。
か
く
て
〈
現
存
在
〉
は
〈
人
〉
と
の
関
わ
り
か
ら
身
を
引
き

離
す
時
に
の
み
自
覚
的
に
自
己
存
在
に
到
達
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

こ
こ
に
は
〈
単
独
者
〉
に
あ
る
〈
汝
〉
は
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
基
礎
的
存
在
論
に
お
け
る
人
間
学
に
、
彼
の
立
場
か
ら
す
る
重
大
な
欠
陥
を
み
て

い
る
の
で
あ
る
。
自
己
存
在
と
し
て
の
人
間
は
人
格
的
存
在
の
高
み
に
お
い
て〈
汝
〉

の
秘
蹟
を
そ
の
全
真
理
に
お
い
て
経
験
す
る
た
め
に
、
真
に
〈
我
〉
と
言
う
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
彼
は
「
大
勢
の
人
間
と
の
関
係
の
中
で
、
自
己

存
在
の
段
階
で
の
本
質
的
な
汝
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
私
は
本
質
的
な
〈
我
々
〉

と
言（
４２
）う

」
と
、
彼
自
身
の
人
間
観
を
表
出
し
、
そ
の
哲
学
に
対
す
る
最
終
的
批
判
に

向
う
わ
け
で
あ
る
。

対
話
的
原
理
の
哲
学
の
原
型
と
し
て
一
九
二
三
年
ブ
ー
バ
ー
が
『
我
と
汝
』
を
世

に
問
い
、
こ
れ
に
対
す
る
補
遺
と
し
て
刊
行
し
た
著
作
に
も
〈
我
々
〉
と
い
う
存
在

に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
ベ
ル
ジ
ャ
ー
エ
フ
が

『
我
と
汝
』
を
批
評
し
て
〈
我
〉
の
存
在
は
あ
っ
て
も
〈
我
々
〉
の
存
在
が
な
い
と
、

現
実
の
社
会
的
・
精
神
的
状
況
の
実
存
的
考
察
を
踏
え
て
、
批
判
し
た
こ
と
に
応
じ

て
の
発
言
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

（
４３
）

う
。
し
か
し
基
本
は
〈
我
―
汝
〉
の
人
格
的
関
係
を

基
調
と
し
た
複
合
的
人
間
関
係
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
何
ら

変
り
は
な
い
。〈
我
々
〉
と
い
う
人
間
関
係
の
中
に
は
〈
我
―
汝
〉
関
係
が
決
定
的

前
提
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
存
在
的
直
接
性
が
支
配
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
独
立
の
人
格
的
関
係
を
自
己
と
自
己
責
任
に
基
づ

い
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
関
係
が
〈
我
々
〉
の
中
味
で
あ
る
。
〈
我
々
〉
は
〈
汝
〉

を
潜
勢
的
に
含
ん
で
い
る
の
で
、
そ
こ
で
は
相
互
に
〈
汝
〉
と
呼
び
交
す
こ
と
に
お

い
て
、
共
に
〈
我
々
〉
と
真
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
人
間
は
こ
こ
で
は

じ
め
て
か
の
非
人
称
的
な
誰
で
あ
っ
て
誰
で
も
な
い
〈
人
〉
か
ら
解
放
さ
れ
、
真
の

人
間
関
係
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ（
４４
）る

。
ブ
ー
バ
ー
の
視
座
は
、
先
に
も

言
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
踏
え
て
、
彼
は
、
人
間
の
本
性
と
世
界
に
お
け
る
地
位
に
基
づ
い

て
、
彼
の
三
重
に
な
っ
て
い
る
生
活
関
係
を
提
示
す
る
。
第
一
は
世
界
と
物
と
の
関

係
、
第
二
は
人
間
の
関
係
即
ち
個
人
と
多
数
者
と
の
関
係
、
第
三
は
前
二
者
を
貫
い

て
現
わ
れ
、
こ
れ
ら
を
根
源
的
に
超
越
す
る
存
在
と
の
神
秘
的
な
関
係
で
あ

（
４５
）る

。
し

か
し
こ
れ
は
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
〈
我
々
〉
と
い
う
概
念
の
提

示
で
こ
こ
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
『
我
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と
汝
』
で
の
、
第
一
自
然
と
の
生
活
、
第
二
人
間
と
の
生
活
、
第
三
精
神
的
存
在
と

の
生
活
、に
同
定
で
き
る
か
ら
で
あ

（
４６
）

り
、そ
の
状
況
に
応
じ
て
深
化
し
た
も
の
と
言
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
人
間
の
比
較
も
こ

れ
に
よ
れ
ば
極
め
て
容
易
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場

合
は
、
第
一
の
関
係
は
欠
落
し
て
い
る
。
第
二
の
関
係
に
対
し
て
は
〈
個
人
〉
の
関

係
が
疑
わ
し
い
、
な
ぜ
な
ら
仲
間
と
し
て
の
人
間
と
の
本
質
的
関
係
が
神
と
の
本
質

的
関
係
を
阻
害
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、

第
一
の
関
係
は
技
術
的
な
も
の
を
通
し
て
物
が
み
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
応
の
配
視

は
必
要
で
あ
る
が
、
物
と
の
本
質
的
関
係
に
は
い
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
物
が〈
道

具
〉
と
し
て
の
み
み
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
第
二
の
関
係
は
、
個

人
と
の
関
係
が
配
慮
関
係
と
し
て
の
み
あ
り
、
本
質
的
関
係
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

そ
こ
は
自
己
存
在
に
到
達
す
る
た
め
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
出
発
的
状
況

と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
両
者
に
と
っ
て
第
一
、
第
二
の
関
係
は
そ
れ
ぞ

れ
に
意
味
が
あ
る
も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
て
よ
い
が
、
問
題
は
第
三
と
の
関
わ
り
で

あ
る
。
人
間
の
第
三
の
生
活
関
係
は
、
宗
教
、
哲
学
そ
の
他
に
応
じ
て
、
神
と
の
関

係
、
絶
対
者
と
の
関
係
ま
た
神
秘
（
秘
蹟
）
と
の
関
係
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
こ
そ
が
唯
一
の
本
質
的
関

係
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
全
く
欠
落
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ

（
４７
）

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
早
繰
返
し
言
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
ブ
ー
バ
ー
は
両
者
の
自
己
自
身
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
比
較
を
簡
単
に

ス
ケ
ッ
チ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
割
愛
し
、
結
論
に
つ
い
て
の
み
み
て
お

く
。
当
初
ブ
ー
バ
ー
は
カ
ン
ト
の
「
人
間
と
は
何
か
」
を
鍵
語
と
し
て
、
彼
の
ヘ

ハ

ヤ

ト

ロ

ギ

ア

ブ
ル
的
存
在
論
に
基
づ
く
人
間
学
的
射
程
か
ら
、
思
想
史
的
に
跡
づ
け
し
、
現
代
の

人
間
学
的
状
況
を
概
観
し
た
上
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
思
想
を
批
判
す
る
前
提
と
し
て

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
及
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
彼
の
人
間
観
の
前
提
は
『
我
と
汝
』
以
来
、

表
現
は
変
っ
て
い
て
も
、
一
貫
し
て
変
ら
な
い
、
右
に
述
べ
た
三
重
の
人
間
関
係
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
る
人
間
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論

に
お
い
て
示
さ
れ
た
人
間
の
考
察
を
俎
上
に
載
せ
る
時
、
彼
が
提
示
し
た〈
現
存
在
〉

ま
た
は
〈
自
己
存
在
〉
の
考
察
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
殆
ん
ど
亡
霊
の
姿
を
と
っ
た
も

の
（G

eistw
esen

）
の
よ
う
な
精
神
的
実
在
の
概
念
と
輪
郭
が
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
亡
霊
的
精
神
的
実
在
は
人
間
の
中
に
ひ
そ
ん
で
お
り
、
時
と
し
て
人
間
の
生
活

を
生
き
、
人
生
に
つ
い
て
自
己
自
身
と
の
間
だ
け
で
全
て
を
清
算
す
る
が
、
こ
れ
は

人
間
で
は
な
い
。
我
々
は
外
な
る
人
間
で
な
く
、
内
な
る
人
問
を
問
う
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
問
に
は
、
現
存
在
そ
れ
自
体
、
自
己
存
在
そ
れ
自
体
の
考
察
か
ら
答
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
実
に
そ
れ
は
人
間
的
人
格
と
全
て
の
存
在
と
の
本
質
的
な
連

関
、
及
び
人
間
的
人
格
の
全
て
の
存
在
へ
の
関
わ
り
を
通
し
て
の
み
答
え
ら
れ
る
も

の
で
あ（
４８
）る

。
そ
し
て
そ
こ
に
は
第
三
の
生
活
関
係
も
生
き
て
働
く
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
従
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
は
、
ブ
ー
バ
ー
か
ら
み
れ
ば
、
本
質
的
に
と

る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
観
方
で
あ
る
。そ
の
理
由
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
存
在
と
時
間
』
刊
行
か
ら
二
年
後
の
一
九
二
九
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
カ
ン
ト

と
形
而
上
学
の
問
題
』
を
世
に
問
い
、『
純
粋
理
性
批
判
』
を
こ
れ
ま
で
の
認
識
論

的
解
釈
に
対
し
、
存
在
論
的
認
識
論
の
上
に
立
ち
、
こ
れ
を
形
而
上
学
の
一
つ
の
基

礎
づ
け
と
し
て
の
解
釈
を
示
し
た
。
カ
ン
ト
は
一
般
的
な
人
間
学
に
つ
い
て
言
っ
て

い
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
〈
哲
学
的
人
間
学
〉
の
体
系
化
を
求
め

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
か
ら
彼
は
現
代
の
哲
学
的
状
況
に
対
し
て
「
今
日
ほ
ど

人
間
に
つ
い
て
多
く
を
知
り
、
様
々
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
時
代
は
な
い
…
…
し
か

し
ま
た
、
今
日
ほ
ど
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
時

代
も
な（
４９
）い

」と
言
っ
て
い
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
言
葉
を
捉
え
、
確
か
に
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
『
存
在
と
時
間
』
の
中
で
既
に
人
間
と
そ
の
自
己
存
在
と
の
関
係
を
分
析
し
て
、

人
間
に
つ
い
て
の
知
識
を
与
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
与
え
方
の
方
法
に
お
い
て
、
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〔三〕 鋭
い
分
析
は
与
え
て
も
、
こ
の
関
係
を
人
間
の
所
有
す
る
他
の
全
て
の
本
質
的
な
関

係
か
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、〈
結
紮
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
分
的
に
与
え
た

に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
結
局
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
与
え
た

も
の
は
、
哲
学
の
根
本
問
題
と
し
て
の
「
人
間
と
は
何
か
」
に
対
す
る
知
識
で
は
な

く
、〈
人
間
の
末
端
（
周
辺
）
と
は
何
か
（W

as
ist

der
R

and
des

M
enschen?）〉

に
対
す

る
知
識
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
か
ら
得
た
も
の
は
、
末
端
に
い
る
（am

R
ande

）
人
間
即
ち
〈
存
在
の
周
辺
に
到
達
し
て
い
る
人
間
（der

an
den

R
and

des
S

eins

gelangte
M

ensch

）
〉
の
知
識
だ
け
な
の
で
あ
る
。
青
年
時
代
ブ
ー
バ
ー
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
を
知
っ
た
が
、
そ
の
人
間
観
が
〈
単
独
者
〉
で
あ
る
故
に
、
神
と
の
み
関
わ
り
、

人
間
は
そ
の
末
端
、周
辺
に
い
る
者
で
し
か
な
か
っ
た
の
を
知
っ
た
が
、ハ
イ
デ
ガ
ー

に
お
い
て
は
、
彼
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
そ
の
人
間
は
、
神
と

の
関
わ
り
が
な
い
故
に
、
正
に
〈
無
（das

N
ichts

）〉
が
始
ま
る
奈
落
へ
向
う
巨
大
な

決
定
的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
す
者
で
あ

（
５０
）

る
。

こ
こ
にJH

W
H

に
お
い
て
自
己
の
存
在
を
確
認
し
、
神
と
人
間
、
人
間
と
人
間

と
の
関
係
を
〈
我
―
汝
〉
に
お
い
て
〈
我
々
〉
の
統
合
的
人
間
観
に
そ
の
存
在
論
の

ハ

ヤ

ト

ロ

ギ

ア

基
柢
を
お
く
、
ブ
ー
バ
ー
の
ヘ
ブ
ル
的
存
在
論
の
人
間
観
に
よ
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

基
礎
的
存
在
論
に
立
つ
哲
学
的
人
間
観
へ
の
批
判
が
凝
結
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
時

オ

ン

ト

ロ

ギ

ア

に
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
論
と
の
対
峙
で
も
あ
る
が
、
端
的
に
は
哲
学
に
対
す
る
宗
教
か

ら
の
発
言
で
あ
り
、
批
判
で
あ
る
。

さ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
的
存
在
論
に
よ
っ
て
な
る
人
間
へ
の
洞
察
と
分
析

は
評
価
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
人
間
学
へ
は
、
強
い
不
満
を
述

べ
る
ブ
ー
バ
ー
に
は
、
論
証
の
背
後
に
彼
自
身
の
確
固
と
し
た
信
念
が
あ
る
の
を
見

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
が
十
数
年
後
に
再
び
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判

に
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る
。
序
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
五
一
年
ア
メ
リ
カ
の

各
大
学
で
述
べ
た
講
演
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
神
の
蝕
』
の
第
五
論
文
「
宗
教

と
現
代
の
思
惟
」
で
あ
る
。〈
神
の
蝕
〉
と
は
、
日
蝕
の
現
象
に
な
ぞ
ら
え
て
、
神

と
人
間
と
の
間
に
何
も
の
か
が
介
入
し
て
こ
れ
を
隔
絶
し
て
い
る
状
態
を
言
う
。
現

代
は
神
が
不
在
な
の
で
は
な
い
。
何
も
の
か
が
両
者
の
間
を
遮
断
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
神
と
人
間
と
の
間
の
直
接
性
を
回
復
す
る
の
が
現
代
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
た

め
に
は
、
神
と
人
間
、
宗
教
と
哲
学
へ
の
批
判
と
前
者
を
人
間
の
前
に
明
示
す
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
際
宗
教
と
哲
学
の
類
似
性
と
差
異
性
は
明
確

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
宗
教
的
現
実
に
お
い
て
は
、
自
己
を

集
中
し
全
体
的
存
在
と
な
り
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
統
一
的
存
在
と
し
て
生
き
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
自
律
的
な
思
惟
を
前
提
と
し
て
の
哲
学
者
の
生
き
方
も
、
こ

れ
を
絶
対
化
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
全
体
化
（T

otalisierung

）
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
宗
教
的
な
生
と
は
違
っ
て
、
何
も
の
か
に
向
っ
て
の
生
の
一
点

集
中
化
（Z

usam
m

enschluβ

）
は
生
じ
な
い
。
宗
教
と
哲
学
の
こ
の
よ
う
な
類
似
と
差

異
を
認
識
し
た
上
で
人
間
存
在
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
人
間

に
と
っ
て
、
存
在
者
（das

S
eiende

）
は
自
己
と
差
向
い
に
対
向
し
て
い
る
か
、
ま
た

は
客
観
的
対
象
と
し
て
存
在
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
は
存
在
者

に
対
し
て
〈
出
会
い
〉
と
〈
観
察
〉
と
い
う
二
重
の
関
わ
り
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
存
在
者
と
共
に
存
在
す
る
人
間
の
〈
現
存
在
〉
が
も
つ
二
つ
の
根
本
的
な
在
り
方

（
出
会
い
）

で
あ
る
。
即
ち
ブ
ー
バ
ー
の
基
本
的
な
人
間
存
在
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
前
者
が〈
我
―

（
観
察
）

汝
〉
で
あ
り
、
後
者
が
〈
我
―
そ
れ
〉
で
あ
る
。〈
我
―
汝
〉
の
関
係
は
宗
教
的
現

実
の
中
で
、
無
制
約
な
存
在
者
が
絶
対
的
な
人
格
と
な
っ
て
、
即
ち
〈
汝
〉
と
し
て

〈
我
〉
で
あ
る
私
に
対
応
す
る
。〈
我
―
そ
れ
〉
の
場
は
哲
学
的
認
識
に
お
い
て
成

立
す
る
。
そ
れ
は
主
観
・
客
観
の
構
図
の
中
で
考
え
ら
れ
た
〈
存
在
者
〉
ま
た
〈
存

在
〉
に
つ
い
て
の
厳
密
な
思
惟
の
所
産
で
あ

（
５１
）る

。

言
う
ま
で
も
な
く
ブ
ー
バ
ー
の
立
場
は
前
者
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
い
う
宗

教
的
現
実
に
裏
づ
け
ら
れ
た
〈
対
話
的
原
理
〉
と
い
う
存
在
論
が
そ
こ
に
は
あ
り
、
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ラ
ン
ト

こ
の
上
に
立
っ
て
、
存
在
の
中
核
と
な
る
も
の
を
志
向
せ
ず
、
人
間
の
末
端
の
事
の

み
を
分
析
し
、
ブ
ー
バ
ー
の
眼
か
ら
見
れ
ば
彼
の
〈
無
〉
へ
の
転
落
を
結
果
的
に
は

傍
観
視
し
て
し
ま
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
批
判
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

論
文
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
彼
一
人
で
は
な
い
。
サ
ル
ト
ル
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
、
ユ
ン
ク
の
順
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
前
二
者
を
実
存
主
義
の
範
畴

で
、
ユ
ン
ク
を
集
合
的
無
意
識
論
に
お
い
て
、
彼
の
立
場
か
ら
批
判
を
行
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
際
ブ
ー
バ
ー
自
身
サ
ル
ト
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
同
列
に
お
い
て
み

て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死
ん
だ
」
を
手
掛

り
と
し
て
、
神
の
存
在
の
否
定
の
論
理
を
た
て
る
の
で
な
く
、
存
在
、
非
存
在
の
論

理
自
体
を
不
要
な
も
の
と
し
て
徹
底
的
に
無
視
し
、
人
間
の
実
存
（existentia

）
が
本

質
（essentia

）
に
先
立
つ
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
『
実
在
主
義
と
は
何

か
（E

xistentialism
est

un
hum

anism
. １９４６

）』
を
瞥
見
す
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
し
、

ブ
ー
バ
ー
と
共
に
追
跡
す
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
直
接
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
向
う
こ
と
で

あ
る
。
課
題
と
し
て
は
そ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
考
え
で
あ
る
。
確
か
に
彼
が
宗
教
に

つ
い
て
本
格
的
に
発
言
す
る
の
は
、
彼
の
哲
学
の
第
二
期
に
あ
た
る
、
一
九
四
三
年

以
降
で
あ
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
既
に
そ
れ
以
前
に
も
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
彼
も
、
サ
ル
ト
ル
と
同
じ
く
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は

死
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
の
吟
味
か
ら
始
め
る
。
彼
の
『
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
「
神
は
死

ん
だ
（N

ietzsches
W

ort“G
ottisttot”）」』

の
主
要
部
分
は
一
九
四
三
年
あ
る
小
集
会
で

述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
既
に
そ
の
内
容
は
一
九
三
六
年
か
ら
四
〇
年
に
か

け
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
の
ニ
ー
チ
ェ
講
義
で
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

目
的
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
而
上
学
の
完
成
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
の
思
惟
を
存
在
の
歴
史

か
ら
把
握
す
る
と
い
う
課
題
に
お
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ

（
５２
）る

。
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
言

葉
は
、
宗
教
の
み
か
従
来
の
形
而
上
学
を
も
廃
絶
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
も
自
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
徹
底
し
た
無
神
論
に
対
し
、
サ
ル
ト
ル

と
も
違
っ
て
、
彼
は
無
神
論
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、

ト
・
オ
ン

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
徹
底
的
な
否
定
の
場
か
ら
、
存
在
を

絶
対
的
な
も
の
と
す
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
存
在
措
定
と
絶
対
精
神
を
根
本
原
理
と
す

る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
を
巧
み
に
織
合
せ
た
よ
う
な
、
存
在
の
論
理
を
〈
神
の
死
〉
に

も
か
か
わ
ら
ず
樹
立
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
新
し
い
存
在
論
に

つ
い
て
の
思
考
の
展
開
に
そ
っ
て
神
的
な
も
の
が
、
ま
た
は
彼
の
好
む
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
に
つ
い
て
語
る
際
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
予
想
も
さ
れ
な
い
顕
現
、
正
に
神
の
甦

り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
〈
存
在
〉

が
人
間
の
運
命
と
歴
史
に
結
び
あ
っ
て
い
る
が
、
単
な
る
人
間
の
主
観
性
に
堕
さ
な

い
た
め
で
あ（
５３
）る
。
つ
ま
り
彼
に
あ
っ
て
は
、
自
ら
の
存
在
論
を
確
立
す
る
際
に
神
の

存
在
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
自
分
の
考
え
方
を
無
神
論
と
み
な
さ
れ
た
り
、
ま
し
て
や
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
に
堕
し
て
し
ま
う
宗
教
的
無
関
心
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
強
く
抗
議
し
て
い

（
５４
）る
。
彼
は
「
神
が
存
在
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
も
消
極
的
に
も
何

ら
決
断
さ
れ
て
い
な
い
」
と
言
い
つ
つ
、「
現
存
在
の
十
分
な
概
念
」
を
得
た
時
、

我
々
は
は
じ
め
て「
現
存
在
と
神
と
の
関
係
が
存
在
論
的
に
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」

を
正
し
く
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
言
っ
て
い

（
５５
）

る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
思
想
的
構

え
を
ブ
ー
バ
ー
は
正
鵠
に
理
解
し
、「
彼
は
宗
教
的
問
題
に
対
し
て
決
し
て
無
関
心

で
あ
れ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、こ
の
時
点
で
宗
教
的
な
問
題
に
と
っ

て
大
事
で
あ
る
の
は
、
宗
教
的
な
根
本
概
念
を
徹
底
的
に
考
察
し
、
〈
神
〉
と
か
〈
聖

な
る
も
の
〉
の
言
葉
が
意
味
し
て
い
る
も
の
を
思
索
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
る

と
言
う
の
で
あ

（
５６
）る

」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
我
々
は
人

間
と
し
て
、
即
ち
開
か
れ
て
あ
る
存
在
（eksistente

W
esen）

と
し
て
、
人
間
に
対
す

る
神
の
関
係
を
体
験
す
る
の
を
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
初
め
て
、
こ
れ

ら
全
て
の
〔
聖
な
る
者
の
〕
言
葉
に
慎
重
に
耳
を
傾
け
、
理
解
で
き
る
の
で
は
な
る

１３４ 齋 藤 昭
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ま
い

（
５７
）か
」と
問
う
て
い
る
が
、
同
時
に
彼
が
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
人
間
を
通
し
て〈
存

在
〉を
新
し
く
考
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

と
い
う
の
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
神
的
な
も
の（das

G
öttliche

）

が
再
臨
す
る
か
否
か
、ど
の
よ
う
に
顕
現
す
る
か
を
決
定
す
る
の
は
人
間
で
は
な
い
、

存
在
自
体
の
運
命
か
ら
の
生
起
で
あ
る
。そ
し
て
か
か
る
神
の
臨
在
の
前
提
条
件
は
、

彼
に
よ
れ
ば
、「
予
め
相
当
長
期
の
準
備
期
間
が
あ
り
、
や
が
て
存
在
自
体
が
自
己

を
明
白
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
そ
の
真
理
に
お
い
て
体
験
さ
れ

（
５８
）

る
」
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
そ
の
訪
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
起
す

る
か
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
、
真
理
に
つ
い
て
の
人
間
の
思
惟
が
重
要
な
役
目
を
果

す
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
〈
聖
な
る
も
の
〉
の
再
臨
の
不
確
か
さ
の
背

景
は
理
解
し
て
い
る
よ
う
だ
、と
ブ
ー
バ
ー
は
解
し
て
い
る
。そ
の
上
で
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
か
つ
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
そ
の
時
代
を
〈
乏
し
き
時
代
（eine

dürftige
Z

eit

）〉

と
呼
ん
だ
言
葉
を
解
釈
し
て
、
現
代
を
「
過
ぎ
去
っ
て
行
っ
た
神
々
と
、
来
た
り
つ

つ
あ
る
神
の
時
代
（die

Z
eitder

entflohnen
G

ötterun
d

des
kom

m
enden

G
ottes （

５９
）

）
」
と
言
っ

て
い
る
。
現
代
が
乏
し
い
（
貧
苦
な
）
時
代
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
支
配
し

て
い
た
神
々
が
今
や
退
場
し
て
不
在
で
あ
り
、
来
臨
が
予
定
さ
れ
て
い
る
神
が
ま
だ

来
な
い
と
い
う
、二
重
の
欠
乏
の
中
に
我
々
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
言
う
〈
神
〉
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
唯
一
神

で
あ
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
唯
一
神
と
し
て
の
〈
神
〉
を
言
う
場
合
、

ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
両
教
の
差
異
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
も
現
代
が
〈
神
の
不
在
の
時
代
（das

W
eltalter,da

der
G

ott
fehlt （

６０
）

）〉
と
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
言
う
時
、
来
た
り
つ
つ
は
あ
る
が
ま
だ
来
な
い
神
故
、
そ
の
神
を
名
指
し

で
呼
ぶ
〈
言
葉
〉
も
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
現
代
は
〈
神
〉
と
〈
言
葉
〉

は
不
在
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
神
を
呼
ぶ
言
葉
が
な
い
か

ら
、
神
が
不
在
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
く
、
両
者
は
共
に
不
在
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
顕
現
す
る
時
、
両
者
は
共
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
そ
の
顕
現
の
日
は
何
時
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
が〈
存
在
〉

に
近
づ
く
時
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
存
在
は
、
歴
史
的
世
界
に
住
む
人
間

に
、
神
・
言
葉
と
し
て
自
ら
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
確
信
を
も
つ
彼
は
、

現
代
に
生
き
る
我
々
が
自
分
で
神
を
造
り
出
し
た
り
、
ま
た
は
こ
れ
ま
で
の
慣
習
の

中
で
親
し
ん
で
き
た
神
〔
々
〕
を
呼
び
戻
そ
う
と
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
厳

し
く
警
告
す
る
の
で
あ

（
６１
）

る
。
こ
れ
は
現
実
に
は
衰
退
し
て
い
る
一
般
の
既
成
諸
宗
教

に
対
す
る
、
彼
の
哲
学
的
立
場
か
ら
す
る
、
警
戒
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
た
時
、
我
々
は
改
め
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
宗
教
に
対
す
る
態
度
を
認
識

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
言
っ
た
よ
う
に
彼
は
無
神
論
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

に
組
す
る
者
で
は
な
い
。
彼
は
哲
学
以
前
に
神
学
を
学
び
、
更
に
は
そ
の
哲
学
的
思

惟
形
成
の
過
程
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ス
コ
ラ
哲
学
、
ル
タ
ー
、
そ
し
て
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
を
研
究
、
神
学
で
は
ブ
ル
ト
マ
ン
そ
の
他
に
そ
の
解
釈
学
的
手
法
で
大
き

な
影
響
を
与
え
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
新
約
聖
書
を
彼
の
思
惟
の
出
発
点
に

お
か
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
デ
ィ
ン
ク

ラ
ー
の
言
葉
が
傍
証
と
な
ろ
う
。
即
ち
彼
は
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
全
く
無
神
論
者
で
な

い
こ
と
を
、
我
々
は
力
を
こ
め
て
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
い
我
々
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
神
が
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
信
ず
る
神
、
人
格
と
し
て
の
神
で
あ
り
、
そ
の

ま
ま
存
在
の
中
性
的
概
念
と
し
て
の
神
で
な
い
と
主
張
し
得
な
い
に
せ
よ
、〈
宗
教
〉

を
、
そ
の
深
い
意
味
に
お
い
て
、
神
と
の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
限
り
、
彼
は
宗
教

思
想
家
で
あ
る
。
し
か
も
我
々
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
人
を
存
在
の
全
体
へ
露
出
せ

ん
が
た
め
、
人
と
超
越
的
存
在
と
の
関
係
の
再
建
に
、
根
本
的
に
関
心
せ
る
こ
と
を
、

認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
６２
）

い
」
と
言
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
信
仰
そ
の
も
の
を
批
判
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
と
は
教
会
の
伝
統
へ
の
賛
同
で
あ
る
と
い
う
間
違
っ
た
信

仰
だ
け
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

（
６３
）

り
、
従
っ
て
彼
が
真
に
攻
撃
す
る
的
は
、
キ
リ
ス

１３３ブーバーとハイデガー（Ⅰ）
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ト
教
〔
そ
の
も
の
〕
で
は
な
く
、〈
十
字
架
の
非
難
〉
を
原
理
の
教
義
に
変
え
、
あ

る
い
は
移
す
こ
と
に
対
し
て
で
あ

（
６４
）

る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。
か
く
て
デ
ィ
ン
ク
ラ
ー

の
言
葉
を
援
用
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
宗
教
批
判
を
行
う
際
の
地
盤
は
明
ら
か
に

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
そ
の
圏
内
、
即
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に

対
し
て
の
発
言
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
彼
の
一
般
の
既
成
宗
教
に
対
す
る

警
戒
的
な
発
言
も
そ
の
枠
内
で
理
解
で
き
る
。

し
か
し
そ
の
枠
外
に
あ
る
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
は
黙
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
彼
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
先
の
警
告
の
鉾
先
を
向
け
、
甚
し
く
敵

対
的
な
態
度
で
向
っ
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
な
っ
て
い
る

預
言
者
の
原
理
で
あ
る
。
彼
は
「
こ
れ
ら
の
宗
教
の
〈
預
言
者
た
ち
〉
は
あ
ら
か
じ

め
聖
な
る
も
の
を
前
も
っ
て
根
拠
づ
け
る
言
葉
を
予
言
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼

ら
は
前
も
っ
て
直
ち
に
超
地
上
的
な
浄
福
へ
の
救
済
の
確
実
性
を
目
指
す
神
を
語
っ

て
い

（
６４
）

る
」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
に
は
こ
れ
が
赦
せ
な
い
の
で
あ
る
。
彼

か
ら
み
れ
ば
、
現
代
の
優
れ
た
哲
学
者
の
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
程
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預

言
者
を
誤
解
し
て
い
る
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
は
誰
一
人

と
し
て
、
そ
の
神
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
救
済
の
保
証
を
与
え
る
告
知
は
一
切

し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
明
瞭
に
、
神
の
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
集
中
す

る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
観
の
否
定
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
は
〈
子
な
る
神
〉
を
認
め

な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ピ
ス
テ
ス
に
対
し
エ
ム
ー
ナ
に
お
い
て
自
己
の
信
仰
の
存
在

理
由
を
主
張
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
少
な
く
と
も
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
は
神

で
も
救
い
主
で
も
な
い
。
比
較
的
古
い
福
音
書
の
本
文
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
イ
エ

ス
自
身
の
教
え
の
中
に
、
純
粋
に
ユ
ダ
ヤ
的
原
理
が
働
い
て
い
る
の
を
知
る
故
に
、

イ
エ
ス
は
ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
彼
の
〈
偉
大
な
兄
弟
（groß

er
B

ruder

（
６５
）

）
〉
で
あ
る
。

こ
れ
を
確
認
し
た
上
で
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
預
言
者
の
批
判
を
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
は
そ
の
民
に
安
易
な
救
い
を
求
め
る
思

い
を
退
け
、
死
の
陰
の
谷
を
歩
む
、
不
安
の
深
淵
を
前
に
し
て
そ
の
不
安
に
ひ
る
む

こ
と
な
く
、
エ
ム
ー
ナ
に
お
い
て
被
造
と
し
て
の
彼
が
現
実
に
人
間
に
な
る
こ
と
を

求
め
た
の
で
あ
る
。
神
の
宮
は
彼
ら
の
中
心
に
あ
る
が
、
そ
こ
は
避
難
の
場
所
な
ど

ベ
リ
ー
ト

で
は
な
く
、
契
約
を
破
る
時
は
、
仮
惜
な
く
そ
の
民
を
滅
亡
に
至
ら
し
め
る
こ
と
を

告
知
す
る
の
も
、
そ
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
た
ち
が
、

啓
示
に
お
い
て
等
し
く
見
た
と
こ
ろ
の
ヤ
ハ
ウ
ェ
な
る
神
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

言
う
神
と
は
霄
壌
の
差
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
似
而
非
な
る
神
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
の
神
が
預
言
す
る
根
源
的
な
現
実
性
は
、
世
の
〈
諸
宗
教
〉
の
が
ら
く
た
が

ほ
う
り
こ
ま
れ
て
い
る
部
屋
に
投
げ
こ
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
預
言
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
昔
日
の
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ま
も
現
実
に
、

歴
史
的
時
点
で
生
き
て
働
い
て
い
る
の
で
あ

（
６６
）

る
。

こ
の
よ
う
な
神
に
つ
い
て
の
、
断
定
的
と
言
っ
て
も
よ
い
ブ
ー
バ
ー
の
確
信
的
発

言
は
、
た
と
え
シ
ョ
ー
レ
ム
か
ら
、
宗
教
的
ア
ナ
キ
ズ
ム
と
評
さ

（
６７
）

れ
、
そ
の
弟
子

シ
ャ
ッ
ツ＝

ウ
ッ
ヘ
ン
ハ
イ
マ
ー
か
ら
も
そ
の
ユ
ダ
ヤ
教
解
釈
に
対
し
て
批
判
を
受

け
る
こ
と
が
あ
っ
て

（
６８
）も

、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
後
裔
と
し
て
の
自
負
で
あ
る
。
祖
父

ザ
ロ
モ
ン
の
聖
書
釈
義
及
び
ミ
ド
ラ
ー
シ
ュ
等
の
文
献
研
究
の
直
接
的
影
響
、
ハ
シ

デ
ィ
ズ
ム
の
研
究
、
聖
書
翻
訳
等
に
よ
り
培
わ
れ
て
き
た
神
観
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ

の
根
源
は
〔二〕
で
も
ふ
れ
た
〉E

hjeh
ascher

ehjeh
.〈

で
あ
る
。
人
間
の
〈
存
在
〉
は

こ
れ
に
支
え
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ル
的
存
在
観
が
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
観
に

対
す
る
存
在
理
由
の
表
明
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
存
在
は
神
で

あ
る
（E

sse
istD

eus.）
」
及
び
「
そ
れ
故
神
は
存
在
と
存
在
者
を
越
え
て
い
る
（E

stenim

D
eus

super
esse

et
ens.）」

を
引
用
し
て
プ
ラ
ト
ン
解
釈
を
行
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
神
観

を
否
定
す
る
根
拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
者
や
神
秘
主
義
者
の
観
想
の

思
い
上
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
か
ら
神
性
と
い
う
哲
学
的
特
質
を
抜
き

去
っ
て
、
結
局
そ
れ
は
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
か
、
天
地
創
造
以
前
か
ら
そ
れ
は
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存
在
す
る
、
と
言
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は

〈
存
在
〉
に
対
す
る
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
―

そ
れ
は
神
で
は
な
く
、
ま
た
世
界
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
も
な
い
。
存
在
は
存
在
者

よ
り
更
に
広
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
神
で
あ
れ
天
使
で
あ
れ
、
如
何
な
る

存
在
者
よ
り
も
人
間
に
近
い
も
の
で
あ
る
。存
在
は
最
も
近
い
も
の
で
あ

（
６９
）

る
」と
言
っ

て
い
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
言
う〈
存
在
〉が
コ
ギ
ト
・
ス
ム
の〈
我
〉

で
な
く
、
ま
た
我
―
汝
の
人
格
的
関
係
に
お
け
る
〈
我
〉
で
も
な
い
の
で
、
存
在
論

の
存
在
の
概
念
も
純
粋
に
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

（
７０
）る

。
な
ぜ
な
ら
彼

の
場
合
は
、
そ
れ
は
名
も
な
い
も
の
に
名
づ
け
た
存
在
者
、
超
越
的
で
不
可
知
の
存

在
者
で
あ
る
、
つ
ま
り
人
間
と
関
係
を
結
ぶJH

W
H

が
存
在
の
原
点
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
、
そ
こ
か
ら
全
て
が
顕
示
さ
れ
、
内
在
に
お
い
て
そ
の
存
在
者
の
超

越
的
在
り
方
が
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
の
〈
存
在
〉
の
基
本
的
な
考
え

方
が
あ
る
。

要
す
る
に
基
礎
的
存
在
論
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
は
ギ
リ
シ
ャ
的
思
惟
を

基
準
と
す
る
哲
学
的
思
考
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、神
の
見
方
も
、キ
リ
ス
ト
教
的
エ
ー

ト
ス
を
背
景
と
し
て
の
、
定
位
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ー
バ
ー
の
そ
れ
は
、
ハ
ー

ヤ
ー
と
ダ
ー
バ
ー
ル
の
統
一
的
把
握
に
お
い
て
考
想
さ
れ
る
、
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
を
土

台
と
し
た
〈
対
話
的
原
理
〉
に
よ
る
人
間
学
の
措
定
で
、
神
に
対
す
る
考
え
も
そ
こ

か
ら
導
か
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
天
に
ま
し
ま
す
者
は
死
ぬ
べ

き
運
命
に
あ
る
者
を
必
要
と
す
る
（die

H
im

m
lischen

bedürfen
der

S
terblichen）」

を
解

釈
し
て
、
神
は
人
間
を
対
話
の
相
手
と
し
て
、
仕
事
を
す
る
同
伴
者
と
し
て
、
ま
た

彼
を
愛
す
る
者
と
し
て
必
要
と
し
て
い
た
し
、人
間
も
ま
た
こ
れ
を
気
づ
い
て
い
た
、

神
は
こ
れ
を
求
め
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
神
と
人
間
の
関
係
は
歴
史
上
実
現
し
て
い

な
い
と
い
う
の
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
人
間
ば
か
り
か
神
々

も
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身
か
ら
聖
な
る
も
の
と
直
接
に
関
係
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（w
eder

die
M

enschen
noch

die
G

ötter
je

von
si

ch
her

den
unm

ittelbaren
B

ezug
zum

H
eiligen

voll
bringen

können.）」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
ブ
ー
バ
ー
は
こ
れ
に
真
向
か
ら
反
対

す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
類
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
通
し
て
、
か
の
い
ま
在
り
、

将
来
も
あ
る
〈
無
名
の
絶
対
者
〉
を
は
じ
め
て
主
な
る
〈
神
〉
と
呼
ん
で
以
来
、
世

界
の
全
ゆ
る
言
語
で
〈
神
〉
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
は
み
な
〈
超
越
者
〉
で
あ
っ
た
。

確
か
に
そ
れ
は
我
々
の
認
識
か
ら
は
本
質
的
に
超
越
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
何
ら
か
の
形
で
我
々
と
関
係
を
も
っ
て
き
た
。
歴
史
の
如
何
な
る
時
代
に
も
、

我
々
は
こ
の
〈
聖
な
る
も
の
〉
に
直
接
呼
び
か
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
神
は
そ

の
顕
現
の
不
自
然
さ
を
避
け
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
を
全
て
あ
る

が
ま
ま
に
お
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
神
と
人
間
の
関
係
は
時
代
と
場
所
を
超
え
て
歴

史
に
お
い
て
、
そ
の
呼
び
か
け
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
が
こ
れ
に
ど
う

答
え
る
か
で
あ
る
。
彼
が
全
身
全
霊
を
か
け
、
即
ち
そ
の
人
格
を
か
け
て
そ
れ
を
如

何
に
決
意
し
実
践
す
る
か
に
よ
っ
て
、
神
が
真
に
顕
現
す
る
か
、
そ
れ
と
も
隠
れ
る

か
（
神
の
蝕
）
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
実
存
的
に
決
意
し
実
践
す
る
時
、

神
の
顕
現
と
神
と
の
出
会
い
は
、
我
々
に
非
常
に
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的

な
思
惟
で
も
っ
て
神
の
概
念
を
如
何
に
明
晰
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
思
惟
に
よ
る

神
は
天
地
間
に
そ
の
所
在
を
示
す
こ
と
は
で
き
な

（
７１
）い
。
ブ
ー
バ
ー
の
こ
の
我
―
汝
の

対
話
的
呼
応
の
原
理
を
軸
に
し
て
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
神
観
に
対
す
る
批
判
は
こ
こ
に

尽
き
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

神
は
我
々
人
間
が
〈
汝
〉
と
呼
び
か
け
る
〈
永
遠
の
汝
〉
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
我
々

は
「
諸
々
の
関
係
を
延
長
し
た
線
は
永
遠
の
汝
に
お
い
て
交
わ

（
７２
）る

」
を
真
と
す
る
の

で
あ
り
、
現
代
の
思
惟
と
い
う
魔
術
的
な
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う

神
、
思
惟
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
呼
び
出
さ
れ
た
神
に
つ
い
て
、
ま
し
て
や
そ
の
神
の

再
臨
を
云
々
す
る
の
は
当
を
得
な
い
ば
か
り
か
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ブ
ー

バ
ー
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
彼
の
〈
存
在
〉
の
思
惟
の
中
に
〈
対
話
〉
の
概
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念
を
顧
慮
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
一
九
三
六
年
の
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
本

質
』
の
講
演
の
中
で
、「
我
々
が
一
つ
の
対
話
で
あ
り
、
互
い
に
聞
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
こ
の
方
（S

eitein
G

espräch
w

ir
sind./U

nd
hören

können
voneinander.

（
７３
）

）」

と
い
う
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
一
節
に
ふ
れ
て
、「
神
々
が
言
葉
と
な
り
名
づ
け
ら

れ
る
の
は
、
神
々
自
ら
が
我
々
に
語
り
か
け
、
そ
れ
を
求
め
る
場
合
に
の
み
で
き
る

こ
と
で
あ
る
。
神
々
が
名
づ
け
る
そ
の
言
葉
は
、
い
つ
も
か
か
る
要
求
に
対
す
る
応

答
で
あ

（
７４
）

る
」
と
言
っ
て
い
る
。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
れ
を
、
神
の
自
発
性
と
人
間
の
自
発

性
の
対
話
的
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、〈
対
話
的
原
理
に
〉
相
当
す
る
も
の
と

評
価
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
詩
文
の
字
義
的
解
釈
は
行
う
が
、
杳

と
し
て
人
類
の
偉
大
な
神＝

刻
印
と〈
来
る
べ
き
も
の
〉に
言
及
す
る
こ
と
は
な
（
７５
）

い
。

し
か
も
こ
れ
は
単
に
両
者
の
神
観
の
差
異
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
と
い

う
運
命
に
も
関
わ
る
も
の
と
し
て
ブ
ー
バ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
告
発
す
る
の
で
あ

る
。こ

の
事
に
つ
い
て
は
註（
５
）の
著
書
で
、フ
ァ
リ
ア
ス
の
著
書
以
前
で
は
あ
る

（
７６
）

が
、

一
応
の
考
察
を
終
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
論
は
し
な
い
が
、
ブ
ー
バ
ー
か
ら

の
批
判
と
い
う
視
点
か
ら
結
論
づ
け
て
お
く
も
の
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
周
知
の

よ
う
に
三
三
年
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
長
と
な
り
、
如
何
な
る
弁
護
的
言
辞
が
あ
ろ
う

と
も
、
ナ
チ
党
員
学
長
で
あ
っ
た
約
十
ヶ
月
の
事
実
と
「
ハ
イ
ル
・
ヒ
ト
ラ
ー
」
の

告
示
を
し
た
事
実
は
消
去
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ブ
ー
バ
ー
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト

な
ど
と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
オ
ン
ト
ロ
ギ
ア
に
基
づ
く

存
在
論
と
神
観
を
〈
対
話
的
原
理
〉
の
よ
っ
て
な
る
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ア
か
ら
批
判
し
た

の
で
あ
る
が
、
本
文
の
末
尾
を
読
む
限
り
、
ナ
チ
荷
担
へ
の
批
難
と
そ
れ
以
前
の
論

証
に
は
整
合
性
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
存
在
論
と
神
観
の
差

異
は
分
る
、
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
歴
史
は
稀
で
あ
る
」
と
か
「
歴
史
は
真
理
の

本
質
が
根
源
的
に
決
定
さ
れ
る
時
に
の
み
存
在
す
る
」
と
か
の
常
套
的
引
用
の
み
で

は
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
ブ
ー
バ
ー
が
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩

に
付
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
を
引
用
し
た
後
に
あ
る
文
章
で
一
応
の
辻
褄
を
合
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
「
神
々
が
我
々
の
現
存
在
を
言
葉
に
ま
で

も
た
ら
す
時
は
じ
め
て
、
我
々
は
神
々
に
服
従
す
る
か
ま
た
は
反
抗
す
る
か
と
い
う

決
断
の
領
域
に
入
っ
て
い
く
の
で
あ（
７７
）る

」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
か
の
不
吉
な

ヒ
ト
ラ
ー

主
人
公
を
〈
現
在
と
将
来
に
亘
る
ド
イ
ツ
の
現
実
ま
た
そ
の
掟
〉
と
断
定
し
、
こ
れ

を
〈
来
る
べ
き
神
〉
と
歴
史
を
見
誤
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
さ
え
も
や
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
し
て
し
ま
っ

（
７８
）た

ハ
イ
デ
ガ
ー
の〈
決
断
〉を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
そ
こ
に
彼
の
哲
学
と
神
観
、
ひ
っ
く
る
め
て
言
え
ば
そ
の
存
在
論
の
必
然
的

帰
結
と
み
る
ブ
ー
バ
ー
の
批
判
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
は
全
て
ブ
ー
バ
ー
か
ら
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
方
に
対
す
る
、
発
想
の
起
点

と
な
る
異
な
る
存
在
論
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
彼
の
文
意
を
出
来
る
限
り
克
明
に
追

い
、
解
釈
的
に
こ
れ
を
み
た
。
そ
こ
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
反
批
判
は
な
い
。
終
生
に

亘
る
執
拗
な
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
批
判
を
徹
底
的
に
無
視
し
た
彼
に
そ
れ
が
な
い
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
両
者
の
思
惟
の
根
拠
を
明
白
に
す
る
た
め
に
は

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
立
場
の
弁
明
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
次
の
課
題
で

あ
る
。
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（
１０
）
ブ
ー
バ
ー
は
本
書
の
成
立
と
構
成
を
序
文
で
「
本
書
は
一
九
五
一
年
末
に
か
け
て
コ
ロ
ン

ビ
ア
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
及
び
シ
カ
ゴ
の
各
大
学
で
行
っ
た
招
待
講
演
を
骨
子
と
し
て
な
っ
て

い
る
。
巻
頭
に
は
こ
の
本
に
相
応
し
い
序
節
と
し
て
一
九
三
二
年
に
起
稿
さ
れ
た
「
二
つ
の

対
話
の
報
告
」
が
お
か
れ
て
お
り
、
ま
た
一
九
四
三
年
の
論
文
「
神
へ
の
愛
と
神
の
理
想
」

を
本
書
の
「
宗
教
と
哲
学
」
の
章
の
補
充
に
使
っ
た
。
こ
の
章
の
た
め
に
は
一
九
二
九
年
フ

ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
協
会
で
同
じ
題
で
行
わ
れ
た
講
演

か
ら
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
／
「
哲
学
と
現
代
思
想
」
の
章
は
最
初
月
刊
紙
『
メ
ル
ク
ー
ル
』

の
一
九
五
二
年
の
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
の
五
月
号
に
は
Ｃ
・
Ｇ
・

ユ
ン
ク
の
反
論
と
本
書
で
は
じ
め
て
収
載
し
た
再
反
論
が
行
わ
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
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と
し
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最
終
章
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彼
の
人
間
観
の

表
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
上
に
展
開
さ
れ
る
、
エ
レ
ツ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
の
将
来
へ
の
期

待
と
し
て
述
べ
ら
れ
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U

topia

《
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版
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的
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み
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な

ら
ば
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彼
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存
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論
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表
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あ
り
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イ
デ
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ー
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キ
リ
ス
ト
教
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な
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〈
受
肉
〉
に
相
当

す
る
神
学
用
語
は
一
般
的
に
はincarnatio,

incarnation,
Inkarnationで

あ
る
が
、
こ
れ
を
用

い
ず
、
直
接
的
に
〉Fleisch

w
erde〈

と
し
た
の
は
、
イ
エ
ス
の
神
聖
性
、
神
の
子
を
認
め
な
い

ユ
ダ
ヤ
教
の
立
場
か
ら
の
表
現
と
と
る
べ
き
で
あ
る
。
本
書
の
母
体
と
な
っ
た
の
が
、
ヘ
ブ

ル
大
学
で
ユ
ダ
ヤ
人
学
生
を
前
に
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て
の
講
義
で
あ
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ば
当
然
で
あ
る
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M
artin

B
uber,
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（
但
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
右
の
第
五
十
八
節
の
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に
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文
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こ
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で
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な
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gl.D
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の
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D
a

bin
ich.〈
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訳
さ
れ
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い
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ブ
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バ
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発
想
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あ
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み
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可

能
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あ
ろ
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V
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