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キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
思
想
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
思
想
全
体
を
把
握
す
る
た
め
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
で
あ

ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、

(
1
)
 

(
S
e
e
l
e
)
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
も
「
否
定
的
な
も
の
」
は
、
信
仰
へ
至
り
つ
く
た
め
の
不
可
欠
の
要
索
で
あ
り
、

(
2
)
 

「
真
理
に
至
り
つ
く
た
め
に
は
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
否
定
性
を
通
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
否
定
的
な
も
の
」
を
弁
証
法
的
運
動
の
原
動
力
で
あ
り
、
「
学
的
進
展
を
促
し
運
動
さ
せ
る
魂

「
否
定
性
」
と
い
う
概
念
は
、
言
う
迄
も
な
く
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
概
念
に
含
ま
せ
た
内
容
は
、

ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
の
差
異
を
映
し
だ
す
鏡
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
の
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
実
存
弁
証
法
の
甚
本
的
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

彼
に
よ
れ
ば
、

「
否
定
性
」

(
N
e
g
a
t
i
v
i
t
a
t
)
と
か

「
否
定
的
な
も
の
」

(
d
a
s

N
e
g
a
t
i
v
e
)
と
い
う
概
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、

お
の
ず
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
相
違
し
て
い
る
。

「
否
定
性
」
な
る
概
念
は
、
キ
ル

大

田

孝

太

郎

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
否
定
的
な
も
の
」
の
意
義
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か
で
あ
る
が
‘
主
体
性
は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
る
「
否
定
的
な
も
の
」
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
一
般
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
が
い

か
な
る
エ
レ
メ
ン
ト
の
う
ち
に
あ
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
3
)
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
弁
証
法
の
対
象
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
存
在
一
般
と
し
た
の
で
は
な
く
、
「
実
存
に
本
質
的
に
か
か
わ
っ
て

(
4
)

（

5
)
 

い
る
真
理
」

(N.
I. 
1
9
0
)

、
し
た
が
っ
て
ー
ー
ー
彼
に
と
っ
て
は
同
じ
こ
と
に
帰
る
す
の
だ
が
ー
|
幸
小
教
的
真
理
に
限
定
し
た
こ
と
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
注
意
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
的
実
存
的
な
も
の
の
領

「
客
観
的
思
惟

(
d
a
s

o
b
j
e
k
t
i
v
e
 
D
e
n
k
e
n
)
が
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
こ
と
は
、

ligiositat) 
(N. I. 
6
8
)

で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、

一
般
に
客
観
的
な
認
識
の
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
批
判
が
集
中
す
る
の
は
、
実
存
に
か
か
わ
る
真

理
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
、
そ
こ
へ
客
観
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し

て
で
あ
る
。

ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

し
か
し
主
体
性
が
ま
さ
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
す
べ
て
の
思
惟
に
関
し
て
、
客
観
的
に
思
惟
す
る
こ
と
は
誤
解
な
の
で
あ
る
。
」

(
N
.
1
.
8
5
)

ヘ
ー
ゲ
ル
的
「
思
弁
」

(
S
p
e
k
u
l
a
t
i
o
n
)

り
、
前
者
を
後
者
へ
と
止
揚
し
同
一
化
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
思
弁
は
す
べ
て
の
も
の
を
混
同
し
て
一
に
帰
す
る
」
(
N
.
I
.
1
3
8
)

と
い
う
の
が
、
思
弁
に
対
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
批
判
の
基
本
的
視
角
で
あ
っ
た
。

(
V
g
l
.
N
.
J
.
?
,
q
;
:
i
)

ヘ
ー
ケ
ル

0
弁
訊
沙
ガ
‘
.

す
べ
て
の
対
象
的
な
も
の
を
包
摂
す
る
「
絶
対
者
の
叙
述
」

(E.
V. 
ハ
ー
ゲ
．
ン
）

.

.

.

 

‘

●

●

(
6
)
 

ー
ル
の
弁
証
法
は
、
単
独
者
と
絶
対
者
と
の
関
係
の
叙
述
で
あ
る
と
い
え
る
。

ケ
ゴ
ー
ル
は
、

域
に
お
い
て
、

「
反
宗
教
的
立
場
」

(
l
r
r
e
,
 

の
誤
り
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
主
体
的
領
域
と
客
観
的
領
域
の
混
同
に
あ

だ
と
す
る
と
、
キ
ル
ケ
ゴ

「
客
観
性
が
強
凋
す
る
の
よ
、
な
こ
が

(
w
a
s
)
語
ら
れ
る

い
か
な
る
仕
方
て

(
w
i
e
)
語
ら
れ
る
か
を
強
調
す
る
＿
（
N
.
I. 
19::l)

と
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言

「
客
観
的
思
惟
が
現
実
性
を
持
っ
て
い
る
の
を
、
私
は
否
定
し
な
い
。

一
切
の
迷
妄
の
根
源
が
存
在
す
る
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
ル
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゜
ニつ

ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
的
客
観
的
弁
証
法
で
は
、
主
観
が
か
か
わ
る
対
象
そ
の
も
の
が
真
理
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
即

「
何
が
」
語
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
叙
述
の
中
心
が
お
か
れ
る
が
、
主
体
的
弁
証
法
で
は
、

わ
り
で
「
如
何
に
」
語
ら
れ
る
か
が
問
題
の
中
心
と
な
る
。

(
V
g
l
.
N
.
 I. 
1
9
9
f
f
.
)

「
真
理
の

が
、
ま
さ
に
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
」

(
N
.
I
l
.
2
4
)

と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。

「
弁
証
法
自
体
に
は
、
絶
対
的
な
も
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
、
否
定
性
を
媒
介
と
し

の
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
が
、
無
限
な
も
の
を
そ
の
限
界
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
有
限
者
は
、
無
限

な
も
の
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
も
否
定
的
に
し
か
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
故
に
、
有
限
者
の
関
わ
る
真
理
は
、
無
限
な
も
の
そ
の
も

の
の
真
理
で
は
な
く
、
無
限
な
も
の
と
の
関
わ
り
方
そ
の
も
の
の
真
理
な
の
で
あ
る
。
実
存
す
る
者
が
、
無
限
な
も
の
に
、
直
接
に
肯
定

的
に
関
わ
る
と
き
、
彼
は
、
空
想
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を
抽
象
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言

ネ
ガ
テ
ィ
ー
フ

「
実
存
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
思
惟
の
最
高
の
諸
原
理

(die
h
o
c
h
s
t
e
n
 
P
r
i
n
z
i
p
i
e
n
 
d
e
s
 
D
e
n
k
e
n
s
)
は
、
否
定
的
に
し
か
立

証
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
立
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
当
人
が
、
あ
く
ま
で
実
存
す
る
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、

彼
が
ま
さ
に
空
想
的
に
な
り
は
じ
め
て
い
る
こ
と
を
た
だ
ち
に
暴
露
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」

(N.
II. 1
6
3
)

か
く
し
て
、
主
体
的
弁
証

法
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、
有
限
な
も
の
の
限
界
、
即
ち
「
否
定
的
な
も
の
」
で
あ
る
。

て
、
肯
定
的
な
も
の
（
絶
対
者
）
を
目
ざ
す
弁
証
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
ー
~
埜
肇
教
授
の
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
け
ば
ー
「
断
絶

(
7
)
 

を
内
に
含
ん
だ
連
続
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
は
、
否
定
性
が
そ
の
ポ
テ
ン
ツ
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
否
定
的
な
も
の
」
そ
の
も
の
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
弁
証
法
は
、

I

彼
の
学
位
論
文
の
中
の
言
葉
を
使
え
ば
ー

(
8
)
 

|
「
否
定
的
弁
証
法
」

(die
n
e
g
a
t
i
v
e
 
D
i
a
l
e
k
t
i
k
)
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
絶
対
者
の
弁
証
法
で
は
な
く
て
、
実

存
す
る
者
が
、
絶
対
者
を
み
ず
か
ら
の
限
界
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
弁
証
法
で
あ
る
。

ち
対
象
の

う
よ
う
に
、

「
如
何
に
」
語
ら
れ
る
か
に
叙
述
の
中
心
が
お
か
れ
る

「
い
か
に
」

(
d
a
s

W
i
e
 d
e
r
 
W
 a
h
r
h
e
i
t
)
 

つ
ね
に
対
象
が
主
体
と
の
か
か
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る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

゜
ニ？ N

e
g
a
t
i
v
i
t
i
i
t
)
と
規
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
の
中
に
は
、

g
a
t
i
o
n
)
に
対
す
る
イ
ロ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
無
限
の
絶
対
否
定
性
」
と
し
て
の
イ
ロ
ニ
ー

(
9
)
 

は
、
い
か
な
る
肯
定
的
な
も
の
を
も
、
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
持
た
な
い
と
こ
ろ
の
「
す
べ
て
を
食
い
つ
く
す
無
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

全
体
と
い
う
肯
定
的
な
も
の
に
達
す
る
た
め
の
否
定
で
は
な
く
、
現
存
在
全
体
の
否
定
を
意
味
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言

「
イ
ロ
ニ
ー
は
現
象
に
属
す
る
も
の
を
否
定
す
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
否
定
を
通
じ
て

(10) 

む
し
ろ
、
現
象
す
る
も
の
一
般
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
保
持
し
た
否
定
性
は
、
肯
定
的
な
も
の
を
そ
の
う
ち
に
宿
し

(11) 

た
否
定
性
で
は
な
く
、
無
限
な
絶
対
否
定
性
と
し
て
、
「
現
実
的
な
も
の
の
多
様
性
全
体
を
消
滅
さ
せ
る
無

(
d
a
s

N
i
c
h
t
s
)
」

性
は
肯
定
性
へ
と
止
揚
さ
る
べ
き
い
か
な
る
も
の
も
持
た
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
自
身
が
自
己
目
的
な
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
ロ
ニ
ー

は
、
全
体
性
の
破
壊
を
め
ざ
す
純
粋
否
定
性
と
し
て
の
無
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
確
か
に
肯
定
的
な
も
の

(11イ
デ
ー
）

を
保
持
し
て
は
い
た
が
、

の
論
文
に
於
て
、

は
見
え
な
い
」

(N.
I. 
1
9
9
)

と
ク
リ
マ
ク
ス

11キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
と
き
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。
し

「
否
定
的
な
も
の
」
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
、
絶
対
者
へ
と
導
く
梯
子
で
は
な
く
、
絶
対
者
と
の
差
異
の
自
覚
へ
と
導

＜
谷
間
な
の
で
あ
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
学
位
論
文
で
あ
る
『
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
』
に
於
て
、
す
で
に
有
限
者
と
無
限
者

(11イ
デ
ー
）
と
の
間
に
絶

対
的
な
差
異
を
み
る
立
場
を
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
ロ
ニ
ー
の
考
察
を
通
じ
て
獲
得
し
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ

「
無
限
の
絶
対
否
定
性
」

(die
u
n
e
n
d
l
i
c
h
e
 
a
b
s
o
l
u
t
e
 

「
限
定
さ
れ
た
否
定
」
が
、
体
系
と
い
う
肯
定
的
な
も
の
を
め
ざ
す
否
定
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
否
定

し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
性
に
お
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
に
お
い
て
だ
け
保
持
し
て
い
た
に
す
ぎ

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
ロ
ニ
ー
の
立
場
を
、

い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の

な
の
で
あ

〈
措
定
す
る
〉

(
s
e
t
z
e
n
)
た
め
で
は
な
く
、

「
限
定
さ
れ
た
否
定
」

(die
b
e
s
t
i
m
m
t
e
 
N
e
-

ヘ
ー
ゲ
ル
に
倣
っ
て
、

た
が
っ
て
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て
は
、

に
於
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
る

「
否
定
的
な
も
の
」
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

「
否
定
的
弁
証
法
」
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法

な
い
。
彼
に
お
い
て
は
、
イ
デ
ー
は
常
に
否
定
的
な
形
式
で
し
か
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

の
妥
当
性
を
否
定
し
て
イ
デ
ー
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
が
、
イ
デ
ー
は
、
彼
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
弁
証
法
の
限
界
」

(die

G
r
e
n
z
e
 

(12) 

d
e
r
 
Dialektik)

で
あ
り
、
そ
れ
は
純
粋
な
無
と
い
う
形
式
で
し
か
存
在
し
な
い
。
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
弁
証
法
の
イ
デ
ー
に
到
達
し
た

(13) 

が
、
し
か
し
、
イ
デ
ー
の
弁
証
法
を
も
た
な
か
っ
た
」
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
所
以
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
ロ
ニ

ー
の
本
領
は
、
有
限
な
も
の
に
対
し
て
も
、
ま
た
無
限
な
も
の
に
対
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
否
定
的
に
関
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
イ
ロ
ニ
ー
の
無
限
の
否
定
性
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
存
の
パ
ト
ス
の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

神
が
存
在
す
る
と
信
じ
た
と
き
、
彼
は
、
こ
の
客
観
的
な
不
確
実
性
を
内
面
性
の
情
熱
全
体
を
傾
け
て
固
持
し
た
。
そ
し
て
、
彼
の
信
仰

と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
矛
盾
を
ふ
ま
え
、
こ
の
冒
険
に
賭
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
」

(N.
I. 
2
0
1
)

と
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う

と
き
、
そ
れ
は
、
イ
デ
ー
に
全
情
熱
を
傾
け
て
肯
定
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
パ
ト
ス
が
、
無
限
の
否
定
性
を
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
風
に
理
解
し
て
も
よ
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
を
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
「
弁
証
法
の
限
界
」
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
の

「
否
定
的
な
も
の
」
は
、

定
的
な
も
の
へ
内
在
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
切
の
経
験
的
な
も
の

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
イ
ロ
ニ
ー
論
の
中
に
、
す
で
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
弁
証
法
の
基
本
的
性
格
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
絶
対
的
な
も

よ
り
高
次
の
肯
定
的
な
も
の
へ
と
止
揚
さ
れ
る
べ
き
契
機
で
あ
る
。
彼
に
あ
っ

「
否
定
的
な
も
の
」
は
、
弁
証
法
的
運
動
の
成
果
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
肯
定
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
肯
定
的
な
も
の
が
、
有
限
者
と
無
限
者
と
の
連
続
的
な
関
係
を
保
証
す
る
。
「
無
限
者
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
有
限
者
だ
け
が
止

(14) 

揚
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
有
限
者
は
否
定
的
な
も
の
を
媒
介
に
し
て
、
無
限
者
と
い
う
絶
対
的
に
肯
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ょ、
ョ

4

「
精
神
」

「
絶
対
的
な
対
象
を
認
識
す
る

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
本
来
の
哲
学
的
弁
証
法
、
即
ち
思
弁

(15) 

ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
体
系
の
う
ち
に
あ
る
否
定
的
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
る
「
否
定
的
な
も

の
」
は
、
有
限
者
と
無
限
者
と
の
絶
対
的
区
別
を
顕
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
を
己
れ
と
絶
対
的
に
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
「
否

定
的
弁
証
法
」
の
真
価
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
有
限
者
と
無
限
者
は
、
ど
こ
ま
で
も
分
離
的
で
あ
り
背
反
的
な
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

「
思
弁
的
弁
証
法
」
と
「
否
定
的
弁
証
法
」
と
の
相
違
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

的
弁
証
法
は
、
合
一
的

(
v
e
r
e
i
n
i
g
e
n
d
)

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
否
定
的
弁
証
法
は
イ
デ
ー
に
別
れ
を
つ
げ
る
の
だ
か
ら
、

(16) 

領
域
で
取
り
引
き
し
て
い
る
仲
買
人
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
弁
証
法
は
分
離
的

(
t
r
e
n
n
e
n
d
)

で
あ
る
。
」

わ
れ
わ
れ
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
る
「
否
定
的
な
も
の
」
の
性
格
を
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
る
そ
れ
と
の
比
較
に
お
い
て
、
簡
単
に

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
、
両
者
の
相
違
を
も
う
少
し
敷
術
し
た
形
で
述
べ
て
み
よ
う
。

(17) 

「
理
性
に
よ
っ
て
神
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
学
問
の
最
高
の
任
務
で
あ
る
」

彼
の
哲
学
の
目
的
は
、
宗
教
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
直
観
の
直
接
性
を
哲
学
の
概
念
的
思
惟
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
に

-18) 

よ
っ
て
絶
対
者
を
概
念
把
握
す
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
「
真
理
の
学
的
認
識
」
を
通
じ
て
、
思
惟
が
、

(19) 

能
力
が
あ
る
こ
と
」
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

能
力
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

よ
り
低
次
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
、
絶
対
者
を
把
握
す
る
道
が
思
惟

(20) 

「
人
は
、
思
惟
を
通
じ
て
は
じ
め
て
真
理
に
至
る
」
と
い
う
こ
と

は
、
す
べ
て
の
時
代
の
確
信
で
あ
っ
た
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
絶
対
者
を
思
惟
に
よ
っ
て
把
握
す
る

(21-

場
合
、
思
惟
は
本
質
的
に
否
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
者
は
、
思
惟
の
否
定
性
を
媒
介
と
し
て
は
じ
め
て
、
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と
い
っ
た
も
の
を
無
視
し
て
、
宗
教
的
な
情
熱
や
知
的
直
観
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
と
、
神
の
認
識
は
抽
象
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

(25) 

の
で
あ
る
。
否
定
的
な
も
の
を
欠
如
さ
せ
る
と
、
神
の
認
識
は
「
建
徳
」

(
E
r
b
a
u
u
n
g
)

に
な
り
さ
が
っ
て
し
ま
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

(26) 

で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
戒
し
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
さ
ら
に
、

「
否
定
的
な
も
の
」
を
「
死
」

(
d
e
r

T
o
d
)

の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、

(27) 

全
体
的
生
命
の
移
行
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
精
神
の
生
命
(
d
a
s
L
e
b
e
n
 d
e
s
 G
e
i
s
t
e
s
)
と
い
う
も
の

て
は
、

系
は
成
立
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
全
体
的
な
も
の
を
把
握
す
る
場
合
に
、

者
を
把
え
る
の
は
、

で
あ
る
。
絶
対
者
そ
の
も
の
が
、
否
定
的
な
も
の
を
み
ず
か
ら
の
内
に
止
揚
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
肯
定
的
な
も
の
で
あ

る
。
逆
に
言
え
ば
、
絶
対
者
が
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
内
に
否
定
的
な
契
機
を
含
む
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
絶
対
者
は
本
質
的
に
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

(23) 

一
般
に
「
内
容
を
区
別
し
規
定
す
る
こ
と
(
U
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
u
n
g
u
n
d
 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 d
e
s
 
l
n
h
a
l
t
s
)
」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

ザ
の
周
知
の
命
題
ー
「
す
べ
て
の
規
定
は
否
定
で
あ
る
(
0
m
n
i
s
 
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
 
e
s
t
 
n
e
g
a
t
i
o
)
」
I

を
好
ん
で
引
用
す
る
ご
と
く
、

否
定
性
は
、
規
定
性
、
区
別
と
等
置
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
は
諸
規
定
を
生
み
出
す
悟
性
の
力
で
も
あ
る
。
絶
対

「
霊
感
」
（
B
e
g
e
i
s
t
e
r
u
n
g
)
や
「
知
的
直
観
」

(intellektuelle
A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
)
で
は
な
く
、
概
念
の
区
別
す
る
力
、

即
ち
概
念
の
否
定
性
で
あ
り
、
こ
の
否
定
性
を
媒
介
と
し
て
全
体
を
内
在
的
必
然
的
な
発
展
と
し
て
叙
述
す
る
と
こ
ろ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体(24) 

「
否
定
的
な
も
の
の
真
剣
さ
、
苦
し
み
、
忍
耐
、
労
苦
」

「
哲
字
は
建
徳
的

(
e
r
b
a
u
l
i
c
h
)

ヘ
ー
ゲ
ル
が
、

「
否
定
性
」
と
か

と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
、

(22) 

性
|
—
引
用
者
）
を
含
ん
で
い
る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
死
」
は
単
な
る
生
命
の
終
り
で
は
な
く
、

「
否
定
的
な
も
の
」
と
は
、

「
神
を
精
神
と
し
て
知
る
こ
と
は
、
そ
の
う
ち
に
媒
介
（
す
な
わ
ち
否
定

「
否
定
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
を
使
う
と
き
、
そ
れ
は
絶
対
者
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
契
機

ス
ピ
ノ
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J

の
よ
う
に
、
否
定
的
な
も
の
の

「
内
在
的
超
出
」
に
よ
る
肯
定
的
な
も
の

（
す
な
わ
ち
規
定
さ
れ
た
否
定
的
な
も
の
）
の
措
定
を
通

を
そ
の
成
果

(
R
e
s
u
l
t
a
t
)
と
し
て
も
つ
と
き
、
こ
の
否
定
的
な
も
の
は
、
ま
さ
に
成
果
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
同
時
に
肯
定
的
な
も
の

(32) 

で
あ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。

れ
た
も
の
の
否
定
ー
—
即
ち
、

「
否
定
の
否
定
」
—
ー
—
と
し
て
肯
定
的
な
も
の
を
そ
の
成
果
と
し
て
も
つ
。

は
、
死
を
避
け
て
f

内
屈
ヵ

E
遠
さ
か
っ
て
、
自
分
を
斜
料
に
保
つ
生
甜
¢
こ
と
て
は
な
く
て

(28) 

命
の
こ
と
で
あ
る
。
」
否
定
的
な
も
の
は
、
単
な
る
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
肯
定
的
な
も
の
を
宿
し
た
否
定
的
な
も
の
で

あ
る
。
生
命
の
死
は
、
単
な
る
否
定
で
は
な
く
、
死
の
死
と
し
て
、
全
体
的
な
も
の
の
う
ち
に
止
揚
さ
れ
る
。
絶
対
者
は
、
否
定
的
な
も

の
の
中
に
み
ず
か
ら
の
生
命
を
保
つ
の
で
あ
る
。
「
区
別
や
規
定
性
を
含
ま
な
い
神
は
、
実
際
に
は
単
な
る
名
前
に
し
か
す
ぎ
ず
、
抽
象
を
こ

(29) 

と
と
す
る
悟
性
の
単
な
る
滓
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
否
定
性
を
含
ま
な
い
抽
象
的
な
絶
対
者
を
絶
対
者
の
名
に

値
し
な
い
と
し
て
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
な
も
の
は
否
定
的
な
も
の
を
そ
の
内
在
的
契
機
と
し
て
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆

も
つ
ね
に
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

J

・
イ
ポ
リ
ッ
ト
も
言
う
よ
う
に
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定
性
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
〈
全

(30) 

体
的
な
も
の
〉
が
つ
ね
に
意
識
の
発
展
に
内
在
し
て

(
i
m
m
a
n
e
n
t
)

い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
有
限
な
諸
規
定
、
即
ち
否
定
的
な
も
の
は
そ
れ
自
身
に
即
し
て
全
体
性
へ
と
止
揚
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

に
超
出
す
る
こ
と

(ein
i
m
m
a
n
e
n
t
e
s
 
H
i
n
a
u
s
g
e
h
e
n
)
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
悟
性
の
諸
規
定
の
一
面
性
と
有
限
性
は
、
真
実
の
姿
に

(31) 

お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
否
定
と
し
て
示
さ
れ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
。
有
限
な
も
の
は
、

あ
る
が
故
に
、

つ
ね
に
全
体
的
な
も
の
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
ま
た
肯
定
的
な
内
容
を

一
面
的
に
規
定
さ
れ
た
否
定
的
な
も
の
で

み
ず
か
ら
全
体
的
な
も
の
へ
と
内
在
的
に
超
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
弁
証
法
は
、
規
定
さ

に
言
え
ば
、
否
定
的
な
も
の
に
は
、

「
弁
証
法
が
否
定
的
な
も
の

「
弁
証
法
は
内
在
的

タ
ト
面
ぇ
、
死
の
な
か
に
自
分
を
保
つ
牛
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じ
て
絶
対
的
な
も
の
が
ベ
グ
ラ
イ
フ
ェ
ン
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
否
定
的
な
も
¢
」
力
統
対
者
そ
の
も
の
に
内
在
し
て
い
る
契
機
で

(33) 

あ
る
が
故
に
、
否
定
性
を
通
じ
て
の
展
開
は
、
有
限
者
が
絶
対
者
へ
内
在
的
に
か
か
わ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

否
定
性
に
よ
る
進
展
は
、
有
限
な
も
の
が
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
あ
る
絶
対
的
な
も
の
の
内
在
性
の
強
度
を
増
す
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
も

「
内
在
的
超
出
」
を
通
じ
、
有
限
者
と

「
否
定
的
な
も
の
」
の
役
割
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
使
用
す
る
「
否
定
的
な

ル
の
場
合
の
よ
う
に
絶
対
者
に
内
在
す
る
区
別
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
否
定
的
な
も
の
」
の
う
ち
に
存
す
る
絶
対
者
の
内
在
を
否
定
し
て
、

(34) 

実
存
す
る
者
と
絶
対
者
と
の
絶
対
的
区
別
を
措
定
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
、
神
（
絶
対
者
）
は
、
そ

れ
自
身
と
し
て
無
限
な
も
の
で
あ
り
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
有
限
者
に
固
有
の
否
定
性
は
存
在
し
な
い
。
否
定
性
と
い
う
こ

と
が
い
わ
れ
う
る
の
は
、
実
存
者
と
絶
対
者
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
を
「
有
限
な
も

(35) 

の
と
無
限
な
も
の
の
綜
合
」

(
N
.
I. 
8
5
,
 2
1
2
,
N
.
I
l
.
9
6
u
.
s
.
w
.
)
と
し
て
規
定
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
こ
の
人
間
の
規
定
は
、
彼
の
弁
証
法

を
考
え
る
場
合
根
本
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

と
い
っ
た
本
来
統
一
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
異
質
な
二
つ
の
も
の
が
同
一
主
体
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
実
存
す
る
者
に
於
け
る
根
本
的

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
も
、

「
否
定
的
な
も
の
」
は
、

「
有
限
な
も
の
」
と
「
無
限
な
も
の
」
、
「
時
間
的
な
も
の
」
と
「
永
遠
な
も
の
」

も
の
」
は
、
ど
の
よ
う
な
独
自
性
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
区
別
」
を
そ
の
本
質
規
定
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
区
別
は
、

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
る

無
限
者
の
連
続
的
関
係
を
媒
介
す
る
こ
と
に
あ
る
。

よ
い
で
あ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
る
「
否
定
的
な
も
の
」
の
役
割
は
、

一
口
で
い
え
ば
有
限
者
の

ヘ
ー
ゲ
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矛
盾
で
あ
る
。
人
間
は
一
個
の
実
存
す
る
者
と
し
て
、
無
限
な
も
の
に
か
か
わ
り
得
る
が
、
し
か
し
無
限
な
も
の
と
同
一
の
も
の
で
は
な

い
。
実
存
す
る
者
に
お
い
て
は
、
無
限
な
も
の
は
時
間
性
、
有
限
性
と
い
う
形
式
の
う
ち
に
い
わ
ば
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、

綜
合
と
し
て
の
実
存
す
る
者
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
否
定
性
が
存
す
る
。

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
無
限
な
精
神
で
あ
る
と
い
う
主
体
の
総
合
の
う
ち
に
そ
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
」
(
N
.
I. 
7
4
)

と
キ
ル
ケ
ゴ

ー
ル
は
言
う
。
か
く
て
、
否
定
性
は
、
綜
合
と
し
て
の
実
存
す
る
主
体
に
と
っ
て
、
根
源
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
主
体
の
根
源
的
否
定
性
が
ま
た
主
体
を
し
て
真
理
（
無
限
な
も
の
）

へ
と
向
わ
せ
る
原
動
力
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
上
記
の
よ

う
な
綜
合
と
し
て
の
人
間
の
否
定
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
、
直
接
的
に
肯
定
的
な
も
の
、
即
ち
無
限
な
も
の
に
安
ん
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
否
定
的
な
も
の
を
も
た
な
い
主
体
は
、
主
体
の
抽
象
化
で
あ
り
欺
晦
な
の
で
あ
る
。
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
よ

「
主
体
が
肯
定
的
安
全
に
安
ん
じ
る
な
ら
、
ま
さ
に
欺
か
れ
て
い
る
」
(
N
.
I. 
7
3
)

の
で
あ
る
。
質
的
に
異
な
っ
た
二
つ
の
契
機
を

同
じ
主
体
の
う
ち
に
背
負
い
こ
ん
で
い
る
実
存
者
は
、
こ
の
両
契
機
の
区
別
を
徹
底
的
に
自
覚
す
る
と
い
う
否
定
性
の
道
を
通
じ
て
は
じ

め
て
両
者
の
綜
合
の
可
能
性
へ
の
道
が
ひ
ら
か
れ
る
。
否
定
的
な
も
の
を
止
揚
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
固
持
す
る
こ
と
こ
そ
肯

定
的
な
も
の
へ
至
る
道
な
の
で
あ
る
。
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
主
体
的
思
考
家
は
、
無
限
な
も
の
が
現
存

在

(
D
a
s
e
i
n
)

と
の
関
係
に
お
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
こ
の
否
定
性
の
傷
口

(
W
u
n
d
e
d
e
r
 
Negativitii.t)
を
絶

え
ず
開
い
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
こ
れ
が
ま
さ
に
救
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
」
(
N
.
I. 
7
7
)
 

無
限
な
も
の
と
の
関
係
に
於
て
、
徹
底
的
に
、

き
り
開
か
れ
る
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
存
す
る
者
は
、
無
限
な
も
の
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
と
同

時
に
肯
定
的
で
も
あ
る
と
い
う
弁
証
法
的
な
二
重
性
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
重
性
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
が
故
に
、
実

こ
、．
 

ニフ

み
ず
か
ら
の
有
限
性
（
否
定
性
）
の
自
覚
を
通
じ
て
は
じ
め
て
真
理
へ
の
肯
定
的
な
道
が

つ
ま
り
、
実
存
す
る
者
が
、

し
か
し
、

「
実
存
す
る
主
体
の
否
定
性
は
、
主
体
が
実
存
に
生
き
る
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法
的
運
動
の
成
果
と
し
て
、

絶
対
的
な
区
別
を
通
じ
て
、

否
定
的
な
も
の
」
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
、

み
ず
か
ら
の
無
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

t

]

ヽ

ー・

ニフ

ヘ
ー
ゲ
ル
の

性
格
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の

は
、
そ
れ
故
「
直
接
的
」

(
d
i
r
e
k
t
)

で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の

と
無
限
者
の
関
係
は
、

「
…
…
神
と
の
関
係
は
否
定
的
な
も
の
に
お
い

「
否
定
的
な
も
の
」
の
意
義
が
あ
る
と
言
え
る

「
媒
介
」
は
、
無
限

存
者
は
常
に
綜
合
へ
の
途
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
実
存
し
て
い
る
主
体
的
思
考
家
は
、
実
存
に
生

き
て
い
る
か
ぎ
り
生
成

(
W
e
r
d
e
n
)
の
う
ち
に
あ
る
」
(
N
.
I
.
8
4
)

と
言
？
所
以
で
あ
る
。
否
定
的
な
契
機
は
、
生
成
の
途
上
に
あ
る
実
存

ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
る
「
否
定
的
な
も
の
」
は
、
絶
対
的
な
も
の
を
認
識
す
る
た
め
の

「
媒
介
」
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
認
識
す
る
個
別
者
が
、
絶
対
者
と
本
質
的
に
等
し
い
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
無
限
な
も
の

の
認
識
を
め
ざ
す
こ
と
は
、
認
識
す
る
者
の
無
限
性
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
限
者

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
無
限
者
と
無
限
者
と
の
同
質
的
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
両
者
の
関
係

者
と
絶
対
者
と
の
直
接
的
綜
合
を
め
ざ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

的
目
的
に
お
と
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
(
N
.
II. 
106)
と
ク
リ
マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、

な
も
の
を
有
限
な
も
の
と
同
質
化
II直
接
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
な
も
の
を
廃
葉
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

「
否
定
的
な
も
の
」
に
対
す
る
把
握
の
仕
方
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
否
定
的
な
も
の
」
は
、
有
限
者
と
無
限
者
の
連
続
性
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
弁
証

つ
ね
に
肯
定
的
な
内
容
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「

い
か
な
る
肯
定
的
な
内
容
を
も
含
ま
な
い
「
無
」
で
あ
る
。
実
存
す
る
者
が
無
限
な
も
の
と
の

わ
れ
わ
れ
が
、
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、

者
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
媒
介
」

(
V
e
r
m
i
t
t
l
u
n
g
)
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
個
別

「
絶
対
的
目
的
に
対
し
て
媒
介
す
る
と
は
、
ま
さ
に
絶
対
的
目
的
が
相
対

つ
ま
り
、

わ
れ
わ
れ
が
先
に
み
た
よ
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キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が

ま
ず
、
美
的
段
階
に
於
て
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、

て
知
ら
れ
、
自
己
無
化

(
S
e
l
b
s
t
v
e
r
n
i
c
h
t
u
n
g
)

こ
そ
神
と
の
か
か
わ
り
の
本
質
的
形
式
な
の
で
あ
る
。
」

(N.
I
L
 1
6
9
)
 

そ
れ
で
は
、
人
間
は
如
何
な
る
否
定
性
の
道
を
通
っ
て
、
無
限
な
も
の

ゴ
ー
ル
の
所
謂
実
存
の
三
段
階
論
は
、
否
定
的
な
も
の
を
通
じ
て
、
個
別
者
が
如
何
に
し
て
無
限
な
も
の
へ
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
を
問
題
の
中
心
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
に
お
い
て
実
存
の
三
段
階
論
の
な
か
で
、

が
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
即
し
て
み
て
み
た
い
と
お
も
う
。

「
美
的
な
も
の
は
、
直
接
性

(
U
n
m
i
t
t
e
)
b
a
r
k
e
i
t
)

に
か
か
わ
っ
て
い
る
」

(N. I
L
 1
3
5
)

と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
段
階
に
於
て
人
間
は
直
接
性
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
中
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら

自
己
の
外
の
有
限
な
も
の
に
肯
定
的
に
関
わ
っ
て
い
る
た
め
、
彼
の
内
に
あ
る
無
限
な
も
の
は
、
感
覚
的
な
も
の

(11直
接
的
な
も
の
）

に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
塗
り
潰
さ
れ
て
し
ま
う
。

総
合
で
あ
り
、

幸」

(
U
n
g
l
i
i
c
k
)

「不

「
否
定
的
な
も
の
」

つ
ま
り
、
無
限
な
も
の
は
、
直
接
化

(II惑
性
化
）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
リ
マ
ク
ス

11

「
直
接
性
に
生
き
る
者
は
、
有
限
性
と
無
限
性
と
の
幸
福
な
統
一
で
あ
る
」

(N.
II. 
1
6
2
)

と
言
う
よ
う
に
、
美
的
な
立

場
と
は
、
感
性
的
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
直
接
綜
合
の
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
直
接
綜
合
の
立
場
に
立
つ
審

美
家
に
於
て
は
、
直
接
性
の
う
ち
に
あ
る
否
定
的
な
も
の
は
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の

「
精
神
」
で
あ
る
べ
き
人
間
に
と
っ
て
、
有
限
な
も
の
に
よ
る
直
接
綜
合
は
本
来
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。

審
美
家
は
、
直
接
綜
合
の
立
場
を
固
持
す
る
が
故
に
、
自
己
の
内
に
あ
る
矛
盾
を
自
覚
し
な
い
。
彼
に
あ
っ
て
は
矛
盾
の
衝
撃
は
、

と
い
う
形
で
外
部
か
ら
や
っ
て
く
る
。
美
的
人
生
観
は
、

四

「
幸
福
」
と
「
不
幸
」
を
そ
の
固
有
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
す
る

(11神）

へ
の
肯
定
的
な
道
が
切
り
開
か
れ
る
の
か
。
キ
ル
ケ
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以
上
述
べ
た
ご
と
く
、
審
美
家
は
、
そ
の
直
接
性
の
故
に
、
有
限
な
も
の

「
否
定
的
な
も
の
が
無
自
覚
に
介
在
し
て
い

(II感
性
的
な
も
の
）
を
絶
対
化
し
、
無
限
な
も
の
を
感
性

導
か
れ
る

(
V
g
l
.
 N
.
 JI. 
1
4
1
)

。
審
美
家
は
、
「
不
幸
」
と
い
う
否
定
的
な
意
識
に
よ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
識
は
、
実
存
者
と
無
限
な
も
の
と
の
否
定
的
な
関
係
を
あ
ら
わ
す
最
初
の
現
象
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、

審
美
家
は
、
こ
の
「
不
幸
」
と
い
う
否
定
的
契
機
を
周
知
の
よ
う
に
「
輪
作
」

(
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)
や
「
気
ば
ら
し
」

(
N
e
r
s
t
r
e
u
'
 

u
n
g
)
に
よ
っ
て
直
接
的
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
故
「
輪
作
」
や
「
気
ば
ら
し
」
は
、
美
的
段
階
に
於
る
否
定
の
否
定
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

で
は
な
く
、

も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の
否
定
の
否
定
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
の
よ
う
に
、
よ
り
高
次
の
段
階
へ
の
移
行
を
意
味
す
る
の

む
し
ろ
逆
に
、

ど
り
で
あ
り
、

「
憂
う
つ
」
（
S
c
h
w
e
r
m
u
t
)
、

み
ず
か
ら
の
内
に
あ
る
矛
盾
を
予
感
せ
し
め
ら
れ
る
。

よ
り
高
次
の
段
階
へ
と
決
断
す
る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
直
接
性
へ
の
逆
も

つ
ま
る
と
こ
ろ
悪
無
限
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
直
接
性
の
悪
無
限
は
ま
た
、
審
美
家
の
内
面
の
矛
盾
を
自
覚
さ
せ
る

可
能
性
を
も
与
え
る
。
審
美
家
は
、
こ
の
悪
無
限
の
世
界
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
き
、
不
安
、
動
揺
、
ま
た

さ
ら
に
「
憂
う
つ
の
極
致
」
と
し
て
の

(Vgl. N
.
 I. 
2
4
6
£
.
)

。
「
不
幸
が
消
え
な
い
と
き
、
直
接
性
に
生
き
る
人
は
絶
望
す
る
」

(N.
I
L
 1
4
1
)

の
で
あ
る
。

化
す
る
た
め
、
自
己
の
内
に
あ
る
矛
盾
を
真
に
綜
合
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

か
え
っ
て
矛
盾
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、

「
一
切
の
直
接
性
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
安
全
で
平
安
な
も
の
と
思
い
こ
ま
れ
て
い
て
も
、
実
は
不
安
で
あ

綻
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

(36) 

．
る
」
と
ア
ン
チ
1
1
ク
リ
マ
ク
ス
が
言
う
所
以
で
あ
る
。
無
限
な
も
の
と
い
う
、
実
存
者
に
と
っ
て
の
否
定
的
な
契
機
が
、
感
性
化

(II直

接
化
）
さ
れ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
逆
に
否
定
的
な
も
の
が
顕
現
す
る
結
果
と
な
る
。

か
の
直
接
綜
合
は
破

る
場
合
、
ま
さ
に
肯
定
的
な
も
の
を
否
定
的
な
も
の
に
転
化
さ
せ
る
」

(N.
I. 
6
8
)

と
い
う
の
が
美
的
段
階
の
弁
証
法
な
の
で
あ
る
。

直
接
性
の
世
界
の
矛
盾
が

「
絶
望
」
と
い
う
否
定
的
自
己
意
識
に
お
い
て
、
そ
の
極
限
に
達
す
る
と
き
、
こ
の
悪
無
限
の
世
界
を
突
き

t
e
n
z
m
o
g
l
i
c
h
k
e
i
t
)
と
し
て
の

「
絶
望
」

(
V
e
r
z
w
e
i
f
l
u
n
g
)
へ
と

「
実
存
の
可
能
性
」

(
E
x
i
s
,
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題
に
と
ど
ま
る
。
個
別
者
は
、
普
遍
的
な
も
の

あ
る
。

理
家
は
普
逼
的
な
も
の

倫
理
的
段
階
は
、

こ、
n

●

 

ニつ

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は

「
必
然
性
」

抜
け
て
普
遍
性
を
求
め
る
べ
く
、
実
存
者
は
決
断
に
せ
ま
ら
れ
る
。

「悪

(
d
a
s
B
o
s
e
)
が
本
質
的
に

で
あ
る
が
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て

「
個
人
は
絶
望
に
耐
え
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
獲
得
す
る
」

(N. I. 
2
5
2
)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
存
者
は
絶
望
の
中
で
、
普
遍
性
を
求
め
る
べ
く
自
己
自
身
を
選
び
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

美
的
領
域
に
於
る
直
接
的
綜
合
の
破
綻
の
極
致
に
お
い
て
、
倫
理
的
段
階
の
可
能
性
が
開
示
さ
れ
る
。

N
・
ト
ゥ
ル
ス
ト
ル
プ
も
い
う
よ

―
つ
の
段
階
か
ら
よ
り
高
次
の
段
階
へ
の
移
行
は
、

(37) 

は
「
可
能
性
」
で
あ
る
。

(38) 

「
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
る
」
段
階
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
が
如
く
、
こ
こ
で
は
倫

(II善
）
の
実
現
を
め
ざ
す
が
、
そ
れ
は
決
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
彼
は
常
に
実
現
の
途
上
に
あ
る
。
「
絶

え
ま
な
き
努
力
は
、
実
存
す
る
主
体
の
倫
理
的
人
生
観
の
表
現
で
あ
る
」

(
N
・
I
.

114)
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。

倫
理
的
段
階
に
お
い
て
は
矛
盾
は
内
面
化
さ
れ
て
個
別
性
と
普
遍
性
の
形
式
を
と
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
者
の
課
題
は
、

た
矛
盾
は
「
悔
恨

(
R
e
u
e
)
」
と
い
う
否
定
的
な
自
己
意
識
と
な
っ
て
現
れ
る
。
即
ち
「
悔
恨
」
と
は

ヨ
ハ
ネ
ス
・

デ
・
シ
レ
ン
チ
オ
が
言
う
如
く
「
自
己
を
絶
え
ず
普
逼
的
な
も
の
の
う
ち
に
表
現
し
、
自
己
の
個
別
性
を
止
揚
し
て
普
遍
的
な
も
の
と
な

-39) 

る
こ
と
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
個
別
者
（
単
独
者
）
が
そ
の
個
別
性
を
止
揚
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
個
別
者
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
者
は
具
体
的
な
個
別
者
の
ま
ま
で
自
分
の
課
題
で
あ
る
普
遍
的
な
も
の
に
向
っ
て
努
力
す
る
の
で

「
倫
理
的
な
も
の
は
、
個
別
的
な
人
間
を
取
り
扱
う
。
そ
し
て
す
べ
て
の
個
別
者
を
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
に
特
に
注
意
す
べ
き

(40) 

で
あ
る
」

(N.
JI. 
2
1
)

と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
強
調
す
る
。
倫
理
的
領
域
に
お
い
て
は
、
個
別
者
に
と
っ
て
普
遍
的
な
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
課

(II善
）
を
自
分
の
う
ち
に
表
現
し
う
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
常
に
到
達
す
べ
き
目
標
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
個
別
者
に
は
、
個
別
的
な
悪
が
付
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
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宗
教
的
段
階
に
於
て
は
じ
め
て
無
限
な
も
の

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
に
促
さ
れ
た
決
断
が
、

(41) 

私
に
属
し
て
い
る
と
同
時
に
、
悪
が
本
質
的
に
私
に
属
し
て
い
な
い
」
と
い
う
矛
盾
し
た
自
己
意
識
な
の
で
あ
る
。
倫
理
的
な
も
の
の
自

表
現
で
あ
る
が
、 「

悔
恨
」
と
い
う
否
定
的
な
自
己
意
識
に
お
い
て
、
そ
の
最
深
の
表
現
を
み
い
出
す
の
で
あ
る
。

(42) 

し
か
し
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
最
も
深
い
倫
理
的
自
己
矛
盾
で
も
あ
る
」
と
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
シ
レ
ン
チ
オ
は
言
う
。

倫
理
的
段
階
が
「
悔
恨
」
に
よ
っ
て
挫
折
す
る
と
こ
ろ
に
、

よ
り
高
次
の
否
定
的
な
も
の
と
し
て
の
「
罪
」

(
S
ぎ
d
e
)

の
概
念
が
あ
ら

(43) 

「
個
別
者
が
普
遍
的
な
も
の
に
対
し
て
自
分
の
個
別
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
個
別
者
は
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
」

「
罪
」
は
倫
理
的
な
も
の
の
中
に
於
る
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
倫
理
的
実
存
を
逆
説
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
倫
理
家
は
「
罪
」
に
お
い
て
絶
対
的
な
自
己
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
」
;
•
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
状
態
を

「
倫
理
的
な
も
の
の
目
的
論
的
停
止
」

(eine

t
e
l
e
o
l
o
g
i
s
c
h
e
 
S
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
d
e
s
 
E
t
h
i
s
c
h
e
n
)

と
規
定
す
る
。
『
お
そ
れ
と
お
の
の
き
』

「
倫
理
的
な
も
の
の
目
的
論
的
停
止
」
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
な
も
の
よ
り
も
い
っ
そ
う
高

い
目
的
の
た
め
に
、
息
子
の
イ
サ
ク
を
播
祭
に
捧
げ
よ
う
と
し
た
。

て
行
動
す
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
個
別
者
と
し
て
普
遍
的
な
も
の
よ
り
も
高
く
に
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
ま
さ
に
不
条
理
な
こ
と
で
あ
る
か

(44) 

ら
で
あ
る
。
」
か
く
し
て
個
別
者
は
、
普
遍
的
な
も
の
よ
り
も
高
次
な
無
限
者
（
神
）
と
「
逆
説
」

(
P
a
r
a
d
o
x
)
を
通
じ
て
関
わ
っ
て
い
る

(45) 

こ
と
を
自
覚
す
る
。
す
な
わ
ち
「
個
別
者
が
個
別
者
と
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
に
対
し
て
絶
対
的
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
」
こ
と
が
自
覚

「
無
限
の
自
己
放
棄
」

(die
u
n
e
n
d
l
i
c
h
e
 
R
e
s
i
g
n
a
t
i
o
n
)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
無
限
の
自
己
放
棄
は
、
信
仰
に
先
だ
つ
最
後
の
段
階
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

え
た
自
己
否
定
的
な
決
断
に
於
て
、
宗
教
的
段
階
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
神
）
が
否
定
的
な
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
個
別
者
（
単
独
者
）
に
対
し
て
顕
に
な
っ
て

「
無
限
の
自
己
放
棄
」
と
い
う
、
逆
説
を
ふ
ま

「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
不
条
理
な
も
の

(
d
a
s
A
b
s
u
r
d
e
)
 

の
力
に
よ
っ

で
語
ら
れ
て
い
る
如
く
、

ア
ブ
ラ
ハ
ム
は

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

わ
れ
る
。

己
矛
盾
は
、

「
悔
恨
は
最
高
の
倫
理
的
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宗
教
的
段
階
に
於
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、

る
し
」

(
N
.
JI. 
2
3
6
)

な
の
で
あ
る
。

く
る
。
倫
理
的
領
域
の
最
後
の
段
階
で
あ
る
「
無
限
の
自
己
放
棄
」
に
よ
っ
て
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
絶
対
的
区
別
が
措
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
リ
マ
ク
ス

11キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

瞬
間
に
、
ど
の
よ
う
な
同
一
化
に
も
お
ち
い
ら
な
い
よ
う
に
守
ろ
う
と
す
る
」

(
N
.
1
1
.
1
0
6
,
 V
g
l
.
 N
.
 II. 
1
1
6
)
。
そ
れ
故
、
単
独
者
に
と
っ

（
神
）
と
の
関
わ
り
は
、
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ら
を
無
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
と
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
単
独
者
が
無
限
な
も
の
に
対
し
て
無
と
し
て
し
か
関
係
で
き
な
い

と
こ
ろ
に
、
単
独
者
の
「
苦
悩
」
（
L
e
i
d
e
n
)

が
存
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

(
S
 c
h
u
l
d
b
e
w
u
[
3
t
s
e
i
n
)

で
あ
る
。

「
罪
責

「
苦
悩
」
は
一
切
の
有
限
性

(II直
接
性
）
を
否
定
し

言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
否
定
的
パ
ト
ス
を
通
じ
て
の
み
、
個
別
者
は
神
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
単
独
者
は
み
ず
か

な
も
の
は
否
定
的
な
も
の
に
お
い
て
知
ら
れ
る
」

(
N
・
I
L
2
4
3
,
 V
g
l
.
 N
.
 I
L
 1
4
0
,
1
8
0
,
 2
3
4
,
u
s
w
.
)
と
ク
リ
マ
ク
ス

11キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
く

り
返
し
言
う
如
く
、
絶
対
的
な
も
の
と
の
関
係
は
「
直
接
性
に
対
し
て
死
に
き
る
こ
と
」

(
N
.
II. 
1
6
9
,
 V
g
l
.
 N
.
 II. 
1
9
2
,
2
0
8
,
2
3
6
,
 u
s
w
.
)
 

に
よ
っ
て
、
即
ち
有
限
な
も
の
の
否
定

(11
「
苦
悩
」
）
を
通
し
て
顕
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
苦
悩
」
の
根
拠
は
、
実
存
す
る
者
が
無
限
な

も
の
と
否
定
的
に
し
か
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て

て
神
の
前
に
於
て
自
己
の
無
を
自
覚
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
そ
れ
は
「
実
存
す
る
者
と
絶
対
的
目
的
と
の
か
か
わ
り
の
し

い
わ
ゆ
る
宗
教
性
A
に
属
す
る
段
階
で
あ
る
。
宗
教
性
A
は
絶
対
者
の
前
に
お

け
る
単
独
者
の
自
己
否
定
を
通
じ
て
内
面
へ
と
向
う
宗
教
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
「
内
面
化
の
弁
証
法
」

(
d
i
e

D
i
a
l
e
k
t
i
k
 
d
e
r
 V
e
r
 ,
 

i
n
n
e
r
l
i
c
h
u
n
g
)
 (
N
.
 II. 
2
6
7
)

と
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

て
、
無
限
な
も
の

い
ま
だ
完
全
に
内
在
性
を
払
拭
し
て
い
な
い
宗
教
性
で
あ
る
。
宗
教
性
A

に
於
て
、
苦
悩
よ
り
も
高
次
の
否
定
性
の
パ
ト
ス
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
「
罪
責
意
識
」

「
宗
教
的
領
域
に
お
い
て
は
肯
定
的

「
苦
悩
」
と
は
、
個
別
者
と
神
と
の
断
絶
の
自
己
意
識
で
あ
る
と

「
自
己
放
棄
の
絶
対
的
区
別
は
、
絶
対
的
目
的
が
あ
ら
ゆ
る
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2
9
2
)

と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。

の
に
於
て
見
出
す
。
即
ち
、
単
独
者
は
、
無
限
な
も
の

感
は
実
存
的
パ
ト
ス
の
決
定
的
表
現
」

(N.
II. 
2
3
6
)

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
実
存
す
る
者
の
自
己
否
定
の
最
深
の
規
定
が
罪
責
意

誠
な
の
で
あ
る
。

「
時
間
の
中
の
神
」

(
d
e
r

G
o
t
t
 in 

「
そ
の
本
質
か
ら
い

「
罪
責
を
本
質
的
に
意
識
す
る
こ
と
が
、
実
存
へ
の
最
大
限
の
深
ま
り
で
あ
り
、
同
時
に
実
存
す
る
者
が

〈
永
遠
の
幸

い
〉
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
」

(N.
II. 
2
4
1
)

と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
単
独
者
は
、
絶
対
者
に
対
す
る
自
己
の

無
の
自
覚
を
通
じ
て
絶
対
者
と
の
断
絶
を
表
現
す
る
が
、

し
か
し
こ
の
断
絶
は
ま
た
両
者
の
関
わ
り
の
表
現
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

単
独
者
の
自
己
否
定
の
行
為
は
、
絶
対
者
と
の
関
わ
り
を
見
出
し
、
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
者
を
求
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
宗
教
性
A
に
お
い
て
は
、
絶
対
者
と
の
断
絶
の
意
識
は
、
同
時
に
そ
れ
と
の
関
わ
り
の
意
識
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、

の
決
定
的
規
定
で
さ
え
も
、
な
お
内
在
の
領
域
の
う
ち
に
あ
る
」

(
N
」
L
2
8
2
)

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

内
在
性
を
完
全
に
断
ち
切
る
と
こ
ろ
に
宗
教
性
B
が
成
立
す
る
。

「
罪
責
意
識

「
内
在
と
の
断
絶
」

(N.
II. 
2
8
3
)

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
と
の
断
絶

を
意
味
す
る
。
宗
教
性

B
は
、
単
独
者
が
絶
対
者
と
の
関
わ
り
を
己
れ
自
身
の
中
に
見
出
す
の
で
は
な
く
、

み
ず
か
ら
の
外
の
有
限
な
も

（
神
）
が
、
あ
る
歴
史
的
時
点
に
一
人
の
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
「
不
条
理
」
の

う
ち
に
、
無
限
な
も
の
と
出
会
う
の
で
あ
る
。

(Vgl.
N
.
 Il. 
2
9
1
 f
f
.
)
こ
れ
は
、
無
限
な
も
の
の
自
己
否
定
で
あ
る
。

っ
て
永
遠
な
る
も
の
が
時
間
の
な
か
に
生
成
し
、
生
ま
れ
、
生
長
し
、
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
と
の
断
絶
で
あ
る
」

(N.
II. 

一
切
の
内
在
性
と
の
断
絶
、

し
た
が
っ
て
思
惟
と
の
断
絶
の
意
識
が
、
ま
さ
に
「
罪
意
識
」

(
S
ぎ
d
e
nー

bewu~ts 

ein)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
罪
意
識
」
は
、
主
体
の
自
己
否
定

(11内
在
と
の
断
絶
）
が
、
絶
対
者
の
自
己
否
定

(II不
条

理
）
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
意
識
で
あ
る
と
言
え
る
。
罪
意
識
と
い
う
‘
思
惟
に
と
っ
て
は
理
解
不
可
能
な
矛
盾
し
た
意
識
に
お
い
て

は
じ
め
て
、
個
別
者
と
絶
対
者
の
真
の
綜
合
が
成
り
立
つ
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

d
e
r
 
Z
e
i
t
)

と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
独
者
は
現
に
そ
う
て
あ
る
も
の
と
ち
が
っ
た
も
の
、
即
ち
永
遠
性
を
得
る
の
で
あ
る
。

）
 

ノ^ー
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の
自
已
意
識
が

「
罪
」
は
、

E
.
V
・
ハ
ー
ゲ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
人
間
の
中
に
お
い
て
永
遠
な
も
の

マ
ク
ス
1
1
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
永
遠
な
る
も
の
の
弁
証
法
を
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

な
ら
、
永
遠
な
も
の
は
み
ず
か
ら
を
こ
の
世
の
も
の
、
時
間
の
う
ち
に
あ
る
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
と
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
し
て
は
じ
め
て
、
実
存
す
る
者
と
時
間
の
う
ち
に
あ
る
永
遠
な
も
の
と
は
両
者
の
あ
い
だ
に
永
遠
性
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
」
(
N
.
II. 

わ
れ
わ
れ
は
、
簡
単
な
が
ら
実
存
の
三
段
階
論
に
お
け
る
「
否
定
的
な
も
の
」
の
役
割
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
三
段
階
論
は
、

さ
な
が
ら
「
否
定
性
の
現
象
論
」
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
三
段
階
論
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
否
定
的
弁
証
法
は
ー
も
し
こ
う
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
—
~
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス
の
弁
証
法
と
パ
ト
ス
の
弁
証

法
が
か
ら
み
合
っ
て
―
つ
の
弁
証
法
を
形
成
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ロ
ゴ
ス
の
弁
証
法
は
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
か
の

絶
対
的
差
異
を
思
惟
を
通
じ
て
先
鋭
化
す
る
。
美
的
段
階
に
於
る
、
有
限
な
も
の

(II感
性
的
な
も
の
）
に
よ
る
直
接
綜
合
か
ら
、
倫
理
的
段

階
に
於
る
個
別
と
普
遍
の
弁
証
法
を
経
て
、
宗
教
性
に
於
る
単
独
者
と
無
限
者
（
神
）
と
の
断
絶
の
弁
証
法
へ
と
至
る
。
こ
の
進
展
は
、
個
別

者
が
無
限
な
も
の
を
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
絶
対
的
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
措
定
す
る
道
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ゴ
ス
の
弁
証
法
に
対
す
る

自
己
意
識
が
パ
ト
ス
の
弁
証
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
美
的
段
階
に
於
る
「
絶
望
」
、
倫
理
的
段
階
に
於
る
「
悔
恨
」
、
宗
教
的
段
階
に
於
る
「
苦

悩
」
「
罪
責
意
識
」
「
罪
意
識
」
と
い
っ
た
否
定
的
パ
ト
ス
の
深
ま
り
は
、
ま
さ
に
実
存
す
る
者
と
絶
対
者
と
の
断
絶
の
深
ま
り
に
照
応
す

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ロ
ゴ
ス
の
弁
証
法
の
行
き
っ
く
と
こ
ろ
は
、
有
限
者
と
無
限
者
と
の
絶
対
的
な
断
絶
で
あ
る
。
こ
の
断
絶

「
罪
意
識
」
で
あ
っ
た
。

2
4
2
)
 

結
語

「
断
絶
が
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
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キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
強
調
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
宗
教
的
決
断
は

な
い
。

接
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
仰
の
直
接
性
は
、

「
信
仰
に
目
ざ
め

「
信
仰
の
く
だ
す
結
論
は
、
推
論

(
S
c
h
l
u
/
3
)

で
は
な
く
て
決

-47} 

が
存
在
し
な
い
こ
と
」

(
d
a
s

N
i
c
h
t
s
e
i
n
 
d
e
s
 
E
w
i
g
e
n
 
i
m
 
M
e
n
s
c
h
e
n
)
で
あ
る
。
罪
意
識
に
於
て
、
単
独
者
は
、
神
力
ら
最
も
遠
く

離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
単
独
者
は
永
遠
な
も
の
に
関
わ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

-48} 

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
神
か
ら
遠
く
離
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
｀
個
別
者
と
無
限
な
も
の
と
の
綜
合
は
、
単
に
個
別

者
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
無
限
者
の
自
己
否
定
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
。
無
限
者
の
自
己
否
定
は
ロ
ゴ

ス
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
無
限
な
も
の
と
の
綜
合
は
、
パ
ト
ス
の
問
題
と
し
て
、
即
ち
実
践
的
決
断
と
し
て
提
起
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
綜
合
は
理
論
的
解
決
で
は
な
く
て
実
践
的
解
決
な
の
で
あ
る
。

(49) 

断

(
E
n
t
s
c
h
l
u
/
3
)
で
あ
る
」
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
言
う
。
信
仰
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
パ
ト
ス
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
直

「
否
定
的
な
も
の
」
を
通
り
抜
け
て
き
た
直
接
性
で
あ
っ
て
美
的
な
直
接
性
で
は

(50) 

「
信
仰
は
最
初
の
直
接
性
で
は
な
く
、
後
に
あ
ら
わ
れ
る
直
接
性
で
あ
る
」
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
信
仰
は
、
す
べ

て
の
否
定
性
を
そ
の
う
ち
に
も
つ
直
接
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
否
定
的
な
道
を
通
り
抜
け
な
い
か
ぎ
り
信
仰
は
迷
信
に
堕
落
し
て
し
ま
う
。

て
れ
故
、
個
別
者
と
絶
対
者
を
区
別
す
る
ロ
ゴ
ス
の
否
定
的
な
力
は
、
信
仰
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

た
者
が
悟
性
を
用
い
る
の
は
、
彼
が
悟
性
に
よ
っ
て
理
解
を
絶
し
た
も
の
に
注
意
を
向
け
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
」

(N.
II. 
2
8
0
)

と

「
否
定
的
な
も
の
」
を
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で

ぁ
ろ
う
。
次
に
掲
げ
る
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
は
、
同
時
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
で
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

S
o
u
m
i
s
s
i
o
n
e
t
 
u
s
a
g
e
 

le 
la 
r
a
i
s
o
n
,
 
e
n
 
q
u
o
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
le 
v
r
a
i
 
c
h
r
i
s
t
i
a
m
s
m
・

「
神
に
迫
っ
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注
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

S
o
r
e
n
K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
;
 G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 
W
e
r
k
e
,
 i.ibersetzt 
v
o
n
 
E
.
 H
i
r
s
c
h
 
u
n
d
 a
n
d
e
r
e
n
,
 
E
u
g
e
n
 

D
i
e
d
e
r
i
c
h
s
 
V
e
r
l
a
g
.
 
を
使
用
し
、
邦
訳
は
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
（
白
水
社
）
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
）

(
1
)
 He
g
e
l
,
 
E
n
z
y
k
l
o
p
a
d
i
e
 
d
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 §
8
1
 

(
以
下
、

の
数
字
の
み
を
掲
げ
る
。
）

(
2
)
 Ki
e
r
k
e
g
a
a
r
d
 ̀'
D
i
e
 
K
r
a
n
k
h
e
i
t
 
z
u
m
 T
o
d
e
,
 
S
.
 4
1
 

(
3
)
周
知
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
哲
学
の
目
的
は
「
存
在
し
て
い
る
も
の
を
認
識
す
る
」

(
H
e
g
e
l
,
E
n
z
y
k
l
o
p
i
i
d
i
e
,
 §
3
8
)

こ
と
で
あ
り
、
存

在
を
離
れ
た
単
に
当
為
に
関
わ
る
問
題
は
、
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
故
に
哲
学
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(Vgl.
H
e
g
e
l
,
 

G
r
u
n
d
l
i
n
i
e
n
 
d
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 
d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
,
 
W
e
r
k
e
 in 
z
w
a
n
z
i
g
 
B
a
n
d
e
n
,
 
S
u
h
r
k
a
m
p
 V
e
r
l
a
g
,
 
B
d
.
 7
,
 

S
.
 2
6
)
 

(
4
)
 K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
,
 Abschlie~ende 

u
n
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
N
a
c
h
s
c
h
r
i
f
t
 
z
u
 d
e
n
 philo~ophischen 

B
r
o
c
k
翌
E
r
s
t
e
r
Tei!. 
S
.
 1
9
0
,
 :
 
以

下
『
哲
学
的
断
片
へ
の
結
び
と
し
て
の
非
学
問
的
後
書
』
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
文
の
後
に

(N.
I. 1
)
,
 

(N. II. 1
)

と
い
う
具
合
に
示
す
。
前
者

は
『
後
書
』
第
一
巻
の

1
ペ
ー
ジ
を
、
後
者
は
第
二
巻
の

1
ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
5
)
「
宗
教
的
に
実
存
す
る
こ
と

(Religios
,
 Ex
i
s
t
i
e
r
e
n
)
が
な
ん
で
あ
る
か
を
忘
れ
た
な
ら
ば
、
人
間
的
に
実
存
す
る
こ
と

(
M
e
n
s
c
h
l
i
c
h
'
E
x
i
-

s
t
i
e
r
e
n
)

と
は
な
ん
で
あ
る
か
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
」

(N.
l. 2
4
2
)

と
か
、
あ
る
い
は
、
「
神
を
も
た
な
い
も
の
は
、
ま
た
自

己
を
も
も
た
な
い
」

(
K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
,
D
i
e
 K
r
a
n
k
h
e
i
t
 z
u
m
 T
o
d
e
,
 S
.
 3
7
)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
実
存
す
る

人
間
と
は
、
正
し
い
神
関
係
に
立
ち
つ
つ
、
こ
の
関
係
を
す
べ
て
の
関
係
に
投
影
さ
せ
て
い
る
人
間
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

(
6
)
 Vgl. 
E
.
 
V• 

H
a
g
e
n
,
 
A
b
s
t
r
a
k
t
i
o
n
 u
n
d
 K
o
n
k
r
e
t
i
o
n
 
b
e
i
 
H
e
g
e
l
 u
n
d
 K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
,
 
H
.
 B
o
u
v
i
e
r
 
V
e
r
l
a
g
,
 
1
9
6
9
,
 
S
.
 8
1
 

(
7
)
中
埜
肇
、
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
基
本
構
造
』
（
以
文
社
、

1
9
7
9

年）

2
3
5
頁

(
8
)
 Ki
e
r
k
e
g
a
a
r
d
,
 
U
b
e
r
 d
e
n
 B
e
g
r
i
f
f
 d
e
r
 Ironie, 
S
.
 1
0
8
,
 1
3
9
,
 1
5
0
,
 u
s
w
.
 

(
9
)
 ibid. 
s. 1
3
4
 

(10) ibid. 
s. 2
1
8
 

(11) ibid. 
s. 2
4
1
 

『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
か
ら
の
引
用
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
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(12) ibid. 
S
.
1
6
0
 

(13) ibid. 
S
.
1
7
5
 

(14) H
e
g
e
l
,
 
E
n
z
y
k
l
o
p
a
d
i
e
,
 §
9
5
 

(15) K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
,
 
U
b
e
r
 d
e
n
 B
e
g
r
i
f
 f
 d
e
r
 l
r
o
n
i
e
 `
 
S
.
2
6
6
 

(16) ibid. 
S
.
1
5
5
 

(17) H
e
g
e
l
,
 
E
n
z
y
k
l
o
p
a
d
i
e
,
 §
3
6
 
N
 us
a
t
z
 

(18) ibid. 
V
o
r
r
e
d
e
 z
u
r
 z
w
e
i
t
e
n
 A
u
s
g
a
b
e
 

(19) ibid. 
§10 

(20) ibid. 
§
6
2
 

(21)
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
思
惟
そ
の
も
の
の
本
性
が
弁
証
法
で
あ
る
」

(
E
n
z
g
K
l
o
p
配
ie,
§
1
1
)

と
言
っ
て
い
る
。

(22) ibid. 
§
7
4
 

(23) H
e
g
e
l
,
 
P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 
G
e
i
s
t
e
s
,
 
h
r
g
.
 v•J• 

H
o
f
f
m
e
i
s
t
e
r
,
 
S
.
 3
4
 (Vgl. 
ibid. S
.
 4
4
,
 
E
n
z
y
k
l
o
p
i
i
d
i
e
,
 §
1
1
9
 N
 us
a
z
)
 

(24) ibid. 
s. 2
1
 

(25)
「
建
徳
」
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
「
規
定
性
（
即
ち
否
定
性
|
|
贔
引
用
者
）
を
軽
蔑
的
に
見
く
だ
す
」

(
P
h
a
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i

d
e
s
 
G
e
i
s
t
e
s
,
 

s. 1
5
)

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
有
限
者
と
無
限
者
と
の
、
否
定
を
介
さ
な
い
直
接
綜
合
の
立
場
な
の
で
あ
る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て

は
反
対
に
、
「
建
徳
」
は
、
あ
く
ま
で
も
有
限
者
と
無
限
者
と
の
対
立
（
否
定
性
）
を
固
持
し
、
こ
の
否
定
性
の
緊
張
関
係
の
中
に
身
を
置
く

こ
と
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
建
徳
的
な
も
の
は
、
有
限
者
と
無
限
者
と
の
対
立
関
係
を
止
揚
す
る
と
こ
ろ

に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
霊
感
に
促
さ
れ
て
、
こ
の
対
立
関
係
に
耐
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

(N:
I. 2
6
3
)
 

(26) ibid. 
s. 1
4
 

(27)
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
も
ま
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
も
「
死
」
は
「
神
の
死
」
と
し
て
、
新
た
な
生
命
へ
の
移
行
で
あ
る
。

(Vgl.
K
i
e
r
k
e
g
a
a
r
d
,
 

D
i
e
 K
r
a
n
k
h
e
i
t
 
z
u
m
 T
o
d
e
 `
 
S
.
1
3
)

中
埜
肇
教
授
は
こ
の
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
死
」
に
対
す
る
見
方
に
は
、
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る

「
一
粒
の
麦
」
の
思
想
と
の
結
び
つ
き
や
「
神
の
死
」
の
発
想
の
源
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
（
中
埜
肇
、
前
掲
書
、

2
3
1
頁）

(28) ibid. 
s. 2
9
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(29) 
Hegel• 

E
n
z
y
k
l
o
p
配
ie,
§
1
1
2
 
N
 us
a
t
z
 

(30) J. 
H
y
p
p
o
l
i
t
e
,
 
G
e
n
e
s
e
 
et 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
e
 la 
P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
d
e
 l
'
E
s
p
r
i
t
 
d
e
 H
e
g
e
l
,
 
t
o
m
e
 I. 
P
.
2
0
.
 

(31) H
e
g
e
l
,
 
E
n
z
y
k
l
o
p
a
d
i
e
,
 
§
B
l
 

(32) ibid. 
§
8
1
,
 
N
 usatz・ 

(33)
否
定
的
な
も
の
は
、
自
我
と
対
象
と
の
区
別
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
体
自
身
の
区
別
で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
同

じ
こ
と
に
帰
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
否
定
的
な
も
の
は
最
初
は
自
我

(Ich)
と
対
象
と
の
不
等

(
Un
g
l
e
i
c
h
h
e
i
 t) 

で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
実
体
自
身
と
の
不
等
で
も
あ
る
。
」
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o
m
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i
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e
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e
i
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t
e
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S
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(34)
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
個
別
者
と
無
限
な
も
の
と
の
綜
合
を
め
ざ
し
て
い
た
点
で
は
、
両
者
は
共
に
体
系
家
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
両
体
系
の
魂
で
あ
る
「
否
定
的
な
も
の
」
は
正
反
対
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
否
定
性
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
綜

合
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
は
、
そ
れ
は
、
統
一
不
可
能
な
二
律
背
反
的
な
も
の
を
顕
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

w.

J
o
e
s
t
も
い
う
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
が
、
否
定
を
媒
介
と
し
た
「
同
一
性
の
体
系
」

(
S
y
s
t
e
m
d
e
r
 
Identit"aten)
だ
と
す
る
と
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
そ
れ
は
「
質
的
差
異
の
体
系
」

(
S
y
s
t
e
m
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D
i
f
f
e
r
e
n
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e
n
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あ
る
と
言
え
る
。
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(40)
そ
れ
故
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
個
別
者
を
抽
象
化
し
て
「
永
遠
の
相
の
も
と
に
」

(
s
u
b
s
p
e
c
i
e
 
a
e
t
e
r
n
i
)
考
察
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
思
弁

は
、
「
実
存
を
本
質
的
に
廃
棄
す
る
」

(N.
II. 9
)

も
の
で
あ
り
倫
理
の
喪
失
態
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
実
存
す
る
者
へ
の
関
係
を
は

っ
き
り
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
倫
理
的
な
も
の
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
存
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
」

(N.
II. 
10)
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
言
う
。
一
般
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
倫
理
的
領
域
と
宗
教
的
領
域
を
美
的
領
域
へ
と
止
揚
（
混
同
）
す
る
と
い
っ
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
批
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