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純
粋
概
念
と
絶
対
的
な
無
の

〈
論
理
〉

的
展
開
に
つ
い
て

前

崎

幸

問
題
設
定

本
論
で
取
り
あ
げ
る
「
純
粋
概
念
」
と
「
絶
対
的
な
無
」
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
『
信
仰
と
知
』

(一{∞。
N
)

に
登
場
す
る
タ
l
ム
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
ヤ
コ

l
ピ
が
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
な
げ
か
け
た
「
ニ
ヒ
リ
ス
ム
ス
」
と
い
う
批
判
に
関
し
て
、

へ
l
ゲ
ル
も
同
様
に
フ
ィ

ヒ
テ
の
純
粋
思
惟
が
ニ
ヒ
リ
ス
ム
ス
に
行
き
着
く
こ
と
を
確
認
し
た
の
ち
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
純
粋
思
惟
を
ヤ
コ

l
ピ
の
よ
う
に
批
判
し

退
け
る
の
と
は
反
対
に
、
こ
の
立
場
を
徹
底
化
す
る
方
向
に
進
み
、
哲
学
の
第
一
の
課
題
は
「
絶
対
的
な
無
を
認
識
す
る
こ
と
」

色
。
)
だ
と
主
張
す
る
に
い
た
る
。

(
M
W
 

彼
は
結
論
部
に
お
い
て
「
一
切
の
存
在
が
そ
の
中
に
沈
み
込
む
無
の
深
淵
と
し
て
、
純
粋
概
念
あ

る
い
は
無
限
性
は
、
無
限
の
苦
痛
を
:
:
:
純
粋
に
契
機
と
し
て
、
だ
が
ま
た
最
高
の
理
念
の
契
機
以
上
で
は
な
い
も
の
と
し
て
示
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

Q
w
b
G
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
明
か
ら
、

へ
1
ゲ
ル
の
体
系
構
想
の
成
立
期
に
お
い
て
こ
の
両
タ
1
ム
が
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
純
粋
概
念
の
立
場
に
あ
る
限
り
、
絶
対
的
な
無
の
認
識
は
必
然
で
あ
り
、

し
か
も

29 

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
立
場
は
(
こ
の
箇
所
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
)
絶
対
概
念
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
新
た
な
理
論
展
開
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が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

へ
1
ゲ
ル
が
絶
対
的
な
無
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
に
い
た
っ
た
そ
の
由
来
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
期
か
ら
の
思
惟
の

遍
歴
に
あ
る
と
と
も
に
、
カ
ン
ト
、

フ
ィ
ヒ
一
ア
、

ヤ
コ

l
ピ
等
の
哲
学
と
の
格
闘
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
思
考
法
の
限
界
を
感
ず
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
(
い
わ
ゆ
る
反
省
哲
学
批
判
)
、

ま
た
ヒ
ュ

I
ム
を
バ
?
ク
ボ
l
ン
と
す
る
シ
ュ
ル
ツ
ェ
の
懐
疑
主
義
、

へ
l
ゲ
ル
が

称
揚
す
る
古
代
の
懐
疑
主
義
の
影
響
か
ら
「
自
己
否
定
」
と
い
う
視
点
を
一
一
層
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
あ
る
。

さ
ら
に
は
絶
対
的
な
無
と
い
う
表
現
は
、

『
精
神
現
象
学
』
で
、
真
理
の
探
究
の
過
程
で
自
ら
の
根
拠
が
次
々
と
崩
壊
し
て
い
く
状
況

に
対
す
る
「
絶
望
」

G
h
N
)
と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
概
念
に
ア

γ
チ
ノ

ミ
ー
を
見
る
と
い
っ
た
へ

l
ゲ
ル
特
有
の
思
考
法
に
お
い
て
、

た
と
え
ば
悟
性
が
陥
る
対
立
と
矛
盾
の
境
域
(
エ
レ
メ
ン
ト
)
を
表
現

す
る
の
に
、
そ
う
し
た
境
域
を
〈
概
念
〉
と
し
て
捉
え
て
表
現
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

へ
l
ゲ
ル
が
批
判

を
向
け
る
哲
学
者
に
は
、
そ
う
し
た
境
域
は
絶
対
的
な
無
と
し
て
認
識
さ
れ
得
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
言
語
的
に
ま
た
経
験
に
適
合
す

る
か
た
ち
で
は
表
現
し
が
た
い
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
〈
概
念
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
は
い
か
な
る

こ
と
で
あ
る
の
か
。
ま
た
そ
の
へ

I
ゲ
ル
の
試
み
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
の
か
。

小
論
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
拠
り
所
と
し
て
、
先
に
あ
げ
た
『
信
仰
と
知
』
と
と
も
に
、
イ
エ
ナ
期
体

系
構
想
の
草
稿
「
論
理
学
・
形
而
上
学
・
自
然
哲
学
」
の
「
論
理
学
」
部
分
を
主
な
素
材
と
す
る
。
イ
ユ
ナ
期
初
期
か
ら
の
論
理
学
の

「
論
理
学
」
で
は
「
形
而
上
学
」
へ
の
導
入
と
し
て
、
諸
概
念
を
そ
の
有
限
性
に
も
と
づ
い
て

解
体
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
絶
対
者
に
お
い
て
再
構
築
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
反
省
哲
学
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
認

構
想
展
開
を
視
野
に
入
れ
て
い
う
と
、

識
の
二
元
論
的
あ
り
方
を
論
理
的
に
乗
り
越
え
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
純
粋
概
念
を
、
流
動
性
を
喪
失
し
固
定
化
し
た
も
の
と
し
て



で
は
な
く
、
概
念
の
運
動
の
な
か
に
布
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
高
次
な
立
場
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
純
粋
概
念
の
立
場
は
「
悪
無
限
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
「
真
無
限
」
と
い
う
独
自
の
観
点
が
構
想

さ
れ
た
。
有
限
的
な
概
念
が
弁
証
法
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
個
々
の
概
念
の
両
義
性
(
対
他
存
在
か
つ
対
自
存
在
)

純粋概念と絶対的な無のく論理〉的展開について

が
示
さ
れ
た
。
概
念
は
、
そ
れ
自
体
で
存
立
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
の
契
機
を
自
己
内
に
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
ら
の

固
有
性
を
維
持
し
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

「
現
出
し
つ
つ
あ
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
消
失
つ
つ
あ

る
も
の
が
そ
こ
へ
と
消
え
て
い
く
当
の
も
の
、
す
な
わ
ち
内
奥
で
あ
り
、
通
過
の
ゼ
ロ
は
、
か
の
空
虚
な
存
在
、
無
そ
の
も
の
」

(
し
『

ω

戸

口
N
)

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
を
「
絶
対
概
念
」

(
F
E・
)
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
純
粋
概
念
」

「
絶
対
的
な
無
」
と
い
う
タ
l
ム
が
表
現
す
る
事
柄
を
、

へ
l
ゲ
ル
の
考
え
る
〈
概
念
〉
(
切
品
ュ

5
と

関
連
づ
け
、
そ
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
タ
1
ム
が
概
念
の
自
己
運
動
へ
と
解
体
発
展
し
て
い
く
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
論
の
テ
l
マ

で
あ
る
。
ま
た
最
終
的
に
は
、

「
創
造
以
前
の
神
の
叙
述
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
へ
I
ゲ
ル
の
論
理
学
の
超
越
的
性
格
か
ら
は
距

離
を
取
り
つ
つ
も
、
絶
対
概
念
の
契
機
と
な
る
個
々
の
有
限
な
概
念
が
〈
概
念
〉
化
宙
晶

55ε
さ
れ
て
い
く
、
そ
の
論
理
の
仕

組
み
を
考
察
し
て
み
た
い
。

『
信
仰
と
知
』
に
お
け
る
純
粋
概
念
と
絶
対
的
な
無

ま
ず
は
じ
め
に
『
信
仰
と
知
』
に
お
け
る
「
純
粋
概
念
」
と
「
絶
対
的
な
無
」
の
用
法
を
簡
単
に
概
括
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
こ
の
論
文
の
目
的
は
、
主
に
カ
ン
ト
、

ヤ
コ

l
ピ、

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
批
判
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
は
単
な
る
哲

31 

学
理
論
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
基
づ
く
文
化
自
体
の
在
り
方
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
啓
蒙
主
義
、
ま
た
そ
れ
と
関
連
す
る
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幸
福
主
義
(
開
E
P
E
Cロ
2
5
5
)
と
い
わ
れ
る
も
の
が
支
配
的
と
な
っ
た
「
反
省
文
化
」

Q
h
g
)
(反
省
哲
学
を
背
景
と
す
る
文
化
)

に
対
し
、
そ
れ
が
生
み
出
す
対
立
と
分
化
を
激
し
く
攻
撃
す
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
反
省
文
化
の
哲
学
的
根
拠
を

へ
1
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
、
何
度
も
執
劫
に
繰
り
返
し
て
い
る
。
「
①
有
限
性
の
絶
対
性

②
そ
こ
か
ら
生
ず
る
有
限
性
と

無
限
性
、
実
在
性
と
観
念
性
、
感
性
的
な
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の
と
の
絶
対
的
対
立

③
そ
し
て
真
に
実
在
的
で
絶
対
的
な
も
の
の

彼
岸
存
在
」
(
ド
呂
田
戸
〉
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
と
し
て
の
個
別
的
主
体
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
自
ら
の
原
理
と
し

て
純
粋
悟
性
概
念
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
従
え
ば
自
己
措
定
的
自
我
と
し
て
自
己
を
見
出
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
哲
学
は
自
ら
の
原
理
を
絶
対

化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
現
象
界
と
叡
知
界
を
分
断
し
て
固
定
化
し
、
そ
の
両
者
の
統
一
を
不
可
能
で
あ
り
、
信
仰
で
し
か
到
達
で
き
な

い
も
の
と
し
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
カ
ン
ト
、

ヤ
コ

l
ピ、

フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
説
を
同
一
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
異
議
が
差
し
挟
ま
れ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
と
も
か
く
へ

I
ゲ
ル
が
何
に
固
執
し
て
い
た
か
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
何

よ
り
も
、
認
識
可
能
な
範
囲
か
ら
、
認
識
さ
れ
ぬ
も
の
を
「
彼
岸
」
と
し
て
定
置
し
そ
れ
を
信
仰
の
領
域
に
閉
鎖
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
領
域
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
復
活
す
る
し
、

ヤ
コ

l
ピ
に
お
い
て
は
感
情
あ
る
い
は
予
感
の

対
象
と
し
て
有
限
な
も
の
よ
り
高
次
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
へ

l
ゲ
・
ル
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
に
遮
断
さ
れ
た
領
域

を
い
か
に
思
惟
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
と
い
う
よ
り
も
認
識
可
能
な
も
の
は
、
そ
れ
が
排
除
す

る
認
識
不
可
能
な
も
の
と
無
縁
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
相
侯
っ
て
主
体
に
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
洞
察
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
方
法
論
的
に
は
二
元
論
的
に
篠
定
さ
れ
た
領
域
を
シ
ェ
リ
ン
グ
風
に
単
に
総
合
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
有
限
性

と
無
限
性
、
観
念
性
と
実
在
性
と
い
っ
た
対
立
の
生
成
す
る
事
情
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
方
向
へ
と
へ

l
ゲ
ル
を
導
く
。

そ
の
よ
う
な
批
判
と
克
服
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
タ
l
ム
が
「
純
粋
概
念
」
で
あ
る
。
上
記
の
定
式
に
も
あ
る
よ
う
に
、
純
粋
概
念



と
は
、
有
限
性
と
無
限
性
が
と
も
に
、
独
自
の
絶
対
性
を
主
張
し
、
そ
の
純
粋
性
を
保
と
う
と
す
る
思
考
法
で
あ
る
。
自
我
の
原
理
を

純
粋
悟
性
概
念
に
求
め
た
り
、
自
己
措
定
と
い
っ
た
自
我
の
活
動
性
を
論
じ
た
り
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
概
念
に
基
づ
く
こ

と
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
純
粋
と
は
、
ま
さ
に
有
限
性
が
自
己
の
在
り
方
を
絶
対
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
純
粋
性
の
国
持
は
、
他
者

純粋概念と絶対的な無のく論理〉的展開について

性
を
等
関
に
付
し
、
純
粋
が
ゆ
え
の
孤
立
へ
と
む
か
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

へ
i
ゲ
ル
は
、
有
限
性
に
し
ろ
無
限
性
に
し
ろ
、
そ
れ
は

対
立
物
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
存
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
反
省
哲
学
が
そ
の
極
点
に
ま
で
達
す
る
こ
と
で
、
各
々
の

絶
対
性
が
、
空
無
で
あ
る
こ
の
認
識
が
図
ら
ず
も
自
覚
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
立
場
の
克
服
は
、

こ
の
立
場
自
身
が
依
拠
す
る
思
考
枠
(
純
粋
概
念
)
を
八
概
念
〉
化
す
る
こ
と
、
〈
概
念
〉
化
す
る
と
は
、
自
己
の
立
場
の
相
対
化
で

あ
り
、

よ
り
高
次
の
領
域
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
論
理
学
」
に
お
い
て
八
概
念
〉
は
、
個
々
の
有
限

な
概
念
が
一
連
の
発
展
性
に
お
い
て
存
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
目
的
論
的
に
運
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
う
し
た

八
概
念
〉
の
運
動
は
、
最
終
的
に
「
絶
対
概
念
」
と
い
う
タ
l
ム
を
新
た
に
設
定
す
る
こ
と
で
個
々
の
概
念
を
体
系
化
し
同
一
性
を
保

つ
よ
う
に
操
作
さ
れ
る
。
反
省
哲
学
の
持
つ
概
念
が
、
認
識
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
も
の
と
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
思
惟
さ
れ
得
な
い
も

の
の
分
断
を
導
く
の
に
対
し
て
、
包
括
的
に
統
合
し
て
い
く
の
が
へ

l
ゲ
ル
的
な
概
念
の
把
握
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
を
「
無
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
よ
っ
て
考
察
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
時
代
精
神
を
上
記
の
よ
う
な

反
省
哲
学
の
思
考
ス
タ
イ
ル
の
蔓
延
だ
と
捉
え
た
へ

l
ゲ
ル
は
、
啓
蒙
の
働
き
は
「
む
な
し
い
存
在
(
無
の
存
在
)
(
Z
n
v
z
z
E
)」

(
N
h∞
∞
)
で
あ
る
と
い
う
診
断
を
与
え
、
さ
ら
に
は
「
自
己
の
否
定
性
そ
の
も
の
を
把
握
し
、
否
定
的
な
も
の
が
持
つ
純
粋
性
と
無

限
性
を
通
し
て
自
己
を
浅
薄
な
態
度
か
ら
解
放
」
(
N
w

自
覚
・
)
す
る
こ
と
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
純
粋
概
念
の
八
概
念
〉
化
に
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際
し
て
、
「
自
己
否
定
」
の
観
点
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
「
絶
対
的
な
無
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
理
由
が
あ
る
。
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つ
ま
り
反
省
哲
学
の
悟
性
的
思
惟
は
、
自
ら
が
排
除
遮
断
す
る
境
域
に
対
し
て
無
と
い
う
審
判
を
下
す
ほ
か
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う

し
た
境
域
は
「
絶
対
的
な
無
」
と
し
て
、

し
か
も
悟
性
に
と
っ
て
「
否
定
的
な
も
の
」
と
し
て
襲
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
悟
性
は
そ

れ
に
対
し
対
応
し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
無
力
さ
が
悟
性
の
「
無
」
で
あ
り
、
こ
の
無
を
も
た
ら
す
の
が
「
絶
対
的
な
無
」
で

あ
る
と
い
う
表
現
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
純
粋
概
念
が
到
達
で
き
な
い
領
域
は
絶
対
的
な
無
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
思
考

自
体
が
む
な
し
い
存
在
、
す
な
わ
ち
無
で
あ
る
よ
う
な
在
り
方
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
純
粋
概
念
に
も
と
づ
く
反
省
哲
学
は
、
自

ら
が
認
識
不
可
能
な
領
域
を
絶
対
的
な
無
と
み
な
す
と
同
時
に
、
自
ら
の
思
考
法
自
体
が
無
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
逆
に
、
自
己
の
空
無
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
実
は
へ

I
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
理
論
的
展
開
を
推
進
す
る
原
動
力
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。

た
だ
こ
う
し
て
み
る
と
「
無
」
と
い
う
表
現
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
い
う
悟
性
的
思
惟
の
か
な
り
断
定
的
な
評
価
で
、
安
易
に
「
無
」
と

い
う
言
葉
を
乱
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
生
じ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
絶
対
的
な
無
」
と
い
う
言
葉
の
重
要
さ

は
『
信
仰
と
知
』
の
終
結
部
で
の
意
味
合
い
を
考
慮
す
る
と
無
視
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
無
」
を
、
悟
性
の
能
力
の
限
界
と
そ

の
限
界
の
解
体
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
意
図
を
汲
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
へ

l
ゲ
ル
は
そ
の
境
域
を
闇
の

ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
官
頭
に
引
用
し
た
文
章
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

「
一
切
の
存
在
が
そ
こ
に
沈

み
込
む
無
の
深
淵
と
し
て
、
純
粋
概
念
あ
る
い
は
無
限
性
は
、
無
限
の
苦
痛
を
:
:
:
純
粋
に
概
念
と
し
て
、
だ
が
ま
た
最
高
の
理
念
の

契
機
以
上
で
は
な
い
も
の
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
こ
で
は
純
粋
概
念
が
無
の
深
淵
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
と
同
時
に
、

無
が
契
機
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
無
が
契
機
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
を
も
た
ら
す
よ
り
高
次
の
も
の
が
思
惟
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
絶
対
的
な
無
が
、
無
で
あ
る
こ
と
を
止
め
「
或
る
も
の
」
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
は
い
え
、



こ
う
し
た
「
絶
対
的
な
無
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
!
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
言
葉
に
お
い
て
語
ら
れ
る
境
域
が
「
真
理
の
生
誕
地
で
あ

る
秘
め
ら
れ
た
深
淵
」

(NL臼
)
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
へ

l
ゲ
ル
の
独
自
の
思
惟
の
ス
タ
イ
ル
が
生
成
し
た
と
い
う
こ
と
は
強
調
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
理
念
に
お
い
て
は
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
は
一
体
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
有
限
性

純粋概念と絶対的な無のく論理〉的展開について

そ
の
も
の
は
、
こ
れ
〔
有
限
性
〕
が
即
か
つ
対
自
的
〔
絶
対
的
〕

に
真
理
と
実
在
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
限
り
で
、
消
失
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
し
か
し
有
限
性
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
も
の
だ
け
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
真
の
肯
定
が
措
定
さ
れ
て
い

る

」

〈

N
L
E

〔

〕
は
筆
者
)
。

こ
こ
で
言
う
理
念
、
真
の
肯
定
が
「
絶
対
概
念
」
へ
と
つ
な
が
る
。

(
た
だ
こ
の
書
で
は
ま
だ
絶
対

概
念
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
無
限
概
念
を
継
承
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
〉
。

だ
が
「
真
の
肯
定
」
と
い
っ
た
と
き
に
、
有
限
な
も
の
に
と
っ
て
、

そ
の
自
己
否
定
か
ら
「
無
限
な
も
の
」
が
な
に
か
実
体
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
慎
重
に
判
断
が
下

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
口
口

-g門
同

-wvE芹
と
は
有
限
の
否
定
に
し
か
す
ぎ
ず
、
有
限
の
否
定
が
す
な
わ
ち
無
限
の
定
立
で
あ
り
、

そ
の
実
体
化
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
イ
エ
ナ
期
「
論
理
学
」
で
も
有
限
な
概
念
の
否
定
が
、
即
座
に
形
市
上
学
的
な

絶
対
肯
定
へ
と
つ
な
が
っ
て
は
い
か
な
い
。
有
限
と
無
限
の
媒
介
は
『
精
神
現
象
学
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
長
途
の
行
程
を
踏
破
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
困
難
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
イ
エ
ナ
期
「
論
理
学
」
の
視
点
か
ら
有
限
的
概
念
の
〈
概
念
〉
化
の

過
程
に
制
限
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

「
論
理
学
」
に
お
け
る
絶
対
概
念
の
成
立

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
も
と
づ
い
て
「
純
粋
概
念
」
と
「
絶
対
的
な
無
」
さ
ら
に
「
絶
対
概
念
」
と
い
う
タ
l
ム
の
行
方
を
「
論
理
学
」
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の
中
に
追
っ
て
み
た
い
。
な
お
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
『
差
異
論
文
』
お
よ
び
『
懐
疑
主
義
論
文
』
で
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
が
矛
盾
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を
抱
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
ア
ン
チ
ノ
ミ

l
の
議
論
、

ま
た
自
己
否
定
と
い
う
視
点
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た

ぃ
。
そ
れ
ら
を
含
め
た
う
え
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
無
と
い
う
も
の
が
欠
如
態
で
し
か
な
く
、
絶
対
概
念
の
一
契
機
と
し
て
体

系
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
、

ま
た
無
と
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
「
或
る
も
の
」
が
隠
蔽
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
或
る

も
の
の
解
明
が
「
論
理
学
」
で
試
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
概
念
の
否
定
性
を
示
し
無
の
境
域
を
解
明
し
て
い
く
と
い
う

作
業
で
あ
る
。
以
下
で
は
体
系
構
想
の
結
節
点
に
な
っ
た
「
無
限
性
」
ま
で
の
論
述
部
分
を
と
く
に
重
視
し
て
考
察
を
進
め
る
。

ま
ず
へ
I
ゲ
ル
の
「
論
理
学
、
形
而
上
学
」
に
つ
い
て
の
草
稿
は
冨
記
¥
N
年
の
も
の
が
、

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
論
理
学
の
果
た
す
使
命
は
、
有
限
性
の
形
式
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
理
性
の
否
定
的
側
面
と
し
て
考
察
し
、

ロ
l
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ

そ
れ
ら
の
有
限
性
を
止
揚
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
企
図
は
、
我
々
が
使
用
す
る
こ
の
居
室
¥
印
年
の
草
稿
部
分

で
も
ほ
ぼ
継
続
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
質
、
且
夏
、
定
量
、
無
限
性
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
有
限
性
の
形
式
に
あ
る
概
念

の
運
動
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
を
経
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
規
定
性

ヵ:

「
無
限
性
」
と
い
う
概
念
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
、

ま
た
無
限
性
と
は
、
悪
無
限
と
対
比
し
て
語
ら
れ
る
真
無
限
で
あ
り
、
規
定
性

が
展
開
し
て
そ
こ
へ
と
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
規
定
性
概
念
に
お
い
て
は
、
或
る
も
の
が
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と

純
粋
概
念
と
い
う
タ
l
ム
が
、

い
う
こ
と
、
ま
た
他
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
或
る
も
の
の
存
在
は
存
立
し
得
る
こ
と
が
叙
述
さ
れ
る
。

(
6〉

「
規
定
性
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
信
仰
と
知
』
で
使
用
さ
れ
た

次
に
「
無
限
性
」
の
説
明
箇
所
で
は
ま
ず
「
単
純
な
関
係
は
本
来
無
限
性
で
あ
る
」
こ
と
、

さ
ら
に
こ
の
関
係
は
「
自
己
の
本
質
に

お
い
て
矛
盾
す
る
こ
と
、
単
純
な
関
係
の
自
己
自
身
へ
の
反
省
と
し
て
絶
対
的
に
弁
証
法
的
本
質
、
無
限
性
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い

る」

Qω
国

-
N
U
〉
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
単
純
な
関
係
と
は
、
規
定
性
か
ら
無
限
性
へ
と
展
開
し
て
い
く
過
程
で
、
他
者
と
の
関
係



の
中
で
自
己
関
係
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
関
係
が
弁
証
法
的
本
質
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
己
自
身
に
お
い
て
矛

盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
信
仰
と
知
』
に
お
け
る
反
省
哲
学
の
悟
性
的
思
惟
が
悪
無
限
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
真
の
無
限
が

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

純粋概念と絶対的な無のく論理〉的展開について

と
こ
ろ
で
へ

1
ゲ
ル
に
よ
る
と
、

「
無
限
性
の
本
質
と
は
、
規
定
性
の
絶
対
的
止
揚
(
〉

E
Z
Z
S
で
あ
る
」

(
5
5・
)
。
止
揚
と

は
、
共
通
見
解
と
し
て
は
「
廃
棄
す
る
と
と
も
に
保
存
す
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
止
揚
さ
れ
た
も
の
」
で
は
な
く
、
そ
の

止
揚
〈
作
用
〉
と
い
う
面
が
と
く
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
純
粋
概
念
の
対
立
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
対
立
が
生

じ
、
そ
こ
に
絶
対
的
な
無
を
見
る
と
い
っ
た
場
合
に
、

へ
I
ゲ
ル
で
は
そ
の
対
立
の
生
成
過
程
こ
そ
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
規

定
性
が
止
揚
さ
れ
る
と
は
、
規
定
性
が
高
次
の
概
念
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
展
開
と
は
、
概
念
が
連
続
性
の
う
ち
に
あ

り
、
概
念
の
な
か
に
自
己
展
開
の
萌
芽
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
真
無
限
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
真
無
限
と
は
、
規
定
性
が
自
己
を
止
揚
す
る

(
a
l
A
H
O
)
と
い
う
要
求
の
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
完
成
を
常
に
他
者
の
う
ち
に
持
つ
。
し
か
し
こ
の
他
者
を
常
に
自
ら
の
外
部
に
持
つ
よ
う
な
系
列
体
で
は
な
い
。

他
者
は
規
定
さ
れ
た
も
の
自
身
の
内
に
官
る
あ
る
の
で
あ
る
」

Q
ω
]ア

ωδ
。
無
限
性
と
は
、
た
と
え
ば
ヤ
コ

l
ピ
の
主
張
す
る
よ

う
な
絶
対
的
彼
岸
と
し
て
の
神
な
ど
で
は
な
く
、
有
限
な
も
の
で
あ
る
規
定
性
の
存
立
に
お
い
て
現
前
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
自
己
内
に
お
け
る
他
者
性
こ
そ
が
真
無
限
を
表
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
己
内
に
お
け
る
他
者
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
絶
対
的
な
無
と
い
う
タ
l
ム
を
再
び
持
ち
出
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
悟
性
的
思
惟
は
絶
対
的
な
無
と
い
う
境
域
に

行
き
着
い
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
こ
で
は
限
界
外
の
事
柄
は
無
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
無
で
あ
る
と
言
明
す
る
こ
と
さ
え
無
意
味
と
さ
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れ
た
。
と
こ
ろ
が
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
絶
対
的
な
無
は
思
惟
の
外
部
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
さ
に
自
己
内
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
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で
あ
り
、
そ
こ
で
無
が
自
己
内
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
哲
学
の
第
一
の
課
題
、
が
「
絶
対
的
な
無
を
認
識

す
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
以
上
そ
れ
は
必
然
的
で
あ
る
。
自
己
内
に
お
け
る
他
者
と
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
無
限
性
と
は
、
他
在
(
〉
ロ
門
H
2
2
0山
口
〉
お
よ
び
こ
の
他
在
の
他
在
、
す
な
わ
ち
再
び
最
初
の
存
在
の
、
再
び
肯
定
で
あ
る

と
こ
ろ
の
二
重
の
否
定
の
直
接
性
の
な
か
に
あ
っ
て
、
単
純
な
関
係
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
的
不
等
性
の
う
ち
で
自
己
自
身
に
等
し
い
」

(
】

ω
デ

ω
品
)
と
い
う
「
否
定
の
否
定
H
肯
定
」
と
い
う
図
式
が
出
来
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
「
他
者
に
お
い
て
自
己
自
身
で
あ
る
こ

と
」
、
「
同
一
性
と
非
同
一
性
の
同
一
性
」
と
い
う
、

か
の
精
神
の
定
式
に
一
致
す
る
見
解
が
語
ら
れ
る
。

四

結
び
|
|
概
念
の
連
続
性
に
お
け
る
自
己
肯
定
の
働
き

こ
れ
ま
で
の
論
述
を
整
理
し
つ
つ
へ

l
ゲ
ル
的
論
理
を
支
え
て
い
る
条
件
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
何
よ
り
も
純
粋
概
念
の
立
場
は
、

認
識
さ
れ
る
領
域
と
信
仰
の
領
域
と
を
分
断
し
固
定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
へ

l
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
認
識
不
可
能

と
さ
れ
た
絶
対
的
な
無
の
深
淵
こ
そ
が
自
ら
の
思
惟
を
導
い
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
、
こ
の
絶
対
的
な
無
の
深
淵
を
認
識
と
は

全
く
無
関
係
な
思
惟
の
外
部
に
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、
思
惟
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
「
論
理
学
」
で
は
、
純
粋
概
念
は
絶
対
概
念
の
一
契
機
と
し
て
概
念
の
弁
証
法
的
運
動
に
繰
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の

際
に
絶
対
的
な
無
の
認
識
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
有
限
な
も
の
と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
無
限
な
も
の
と
い
う
両
概
念
の
解
体
(
自

己
否
定
)
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
絶
対
的
な
無
を
、
自
己
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
認
識
自
体
が
無
で
あ
り
、
自
己
否
定

を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
純
粋
概
念
が
、
絶
対
的
な
無
を
媒
介
に
し
て
絶
対
概
念
へ
と
推
移
し
て
い
く
な
か
で
問
題
と
な
る
特
有
の
事
柄
を
提
示
じ



て
み
た
い
。
ま
ず
純
粋
概
念
は
有
限
性
の
形
式
と
し
て
の
概
念
に
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
は
自
己
否
定
を
潜
り
抜
け
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
し
か
し
概
念
の
自
己
否
定
は
そ
の
存
在
が
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
〈
概
念
〉
化
さ
れ
る
と

い
わ
れ
る
。

(
個
体
性
へ
の
視
点
が
へ

l
ゲ
ル
に
欠
如
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
の
も
こ
の
部
分
に
あ
る
〉

0

『
精
神
現
象
学
』
に
お

純粋概念と絶対的な無の〈論理〉的展開について

い
て
八
概
念
〉
化
と
は
、
自
体
存
在
、
対
自
存
在
、
白
己
同
等
性
な
ど
の
洞
察
で
あ
る
と
さ
れ
る

G
h
e。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
純
粋

概
念
に
も
と
づ
く
フ
ィ
ヒ
テ
的
純
粋
思
惟
が
、
自
己
放
棄
し
自
ら
の
回
定
性
を
流
動
化
し
て
、
理
性
の
概
念
す
な
わ
ち
概
念
の
運
動
に

自
ら
を
高
め
る
と
い
う
叙
述
、
が
見
ら
れ
る

Gw
勾)。

し
か
し
自
己
放
棄
(
自
己
否
定
)
と
は
、
絶
対
者
と
し
て
の
概
念
の
自
己
運
動

に
全
く
依
存
し
、
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
自
己
の
内
な
る
他
者
と
い
う
考
え
方
は
成
立
し
な
く

な
る
。
概
念
の
運
動
の
み
が
存
し
、
有
限
な
概
念
の
存
在
は
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
論
理
学
」
の
規
定
性

(
F
w
m
t
g
S
F色
。
か
ら
規
定
(
切

g
t
g
gロ
ロ
巴

へ
の
展
開
に
お
け
る
八
概
念
〉
化
を
検
討
し
て
み
よ

ぅ
。
ま
ず
有
限
な
も
の
は
自
己
否
定
に
お
い
て
、
自
ら
が
他
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
「
規
定
性
」

と
い
う
概
念
の
認
識
が
自
己
反
省
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
さ
ら
に
他
者
に
よ
る
規
定
〈
否
定
)
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
固
有
性
を

獲
得
し
「
規
定
」
と
い
う
高
次
の
概
念
へ
と
移
行
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
こ
の
反
省
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
概
念
(
規
定
性
)
が
、

展
開
の
可
能
性
を
成
立
さ
せ
る
概
念
の
連
続
性
を
予
め
前
提
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
体
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、

ま
だ
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
形
而
上
学
」
か
ら
な
お
分
離
さ
れ
て
い
る
「
論
理
学
」
の

立
場
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
概
念
の
連
続
性
の
予
断
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
自
己
否
定
し
た
そ
の
も
の
自
身
に
は
、

概
念
の
展
開
は
予
想
さ
れ
や
す
、

し
た
が
っ
て
自
己
否
定
に
身
を
晒
す
そ
の
都
度
に
命
懸
け
の
飛
躍
と
い
う
事
態
に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ

39 

し
て
概
念
が
非
連
続
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
た
に
産
出
さ
れ
る
概
念
は
、
旧
来
の
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
予
期
不
可
能
な
も
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の
で
あ
り
、
こ
の
概
念
に
は
影
響
を
受
け
な
い
別
の
地
点
で
生
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

へ
I
ゲ
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
概
念
が
展
開
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
概
念
の
止
揚
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
概

念
に
連
続
性
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
有
限
な
概
念
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
自
己
の
内
な
る
他
者
」
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
自
己
否
定
す
る
有
限
な
も

の
の
内
に
、
隠
さ
れ
た
自
己
肯
定
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
止
揚
」
の
意
味
が
、
廃
棄
で
あ
る
と

と
も
に
保
存
で
あ
る
た
め
に
は
、
概
念
の
自
己
運
動
と
命
名
さ
れ
る
絶
対
肯
定
だ
け
で
な
く
、
有
限
性
の
形
式
に
あ
る
概
念
に
保
存
の

契
機
と
し
て
自
己
肯
定
が
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
自
己
肯
定
を
、
自
己
を
否
定
す
る
自
己
の
絶
対
化
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
反
省
哲
学
と
同
様
に
有
限
性
の
絶
対
化
で
あ
る
か
ら
だ
。
と
す
る
と
有
限
な
概
念
を
止
揚
す
る
と
い
う

〈
概
念
〉
化
と
は
次
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
有
限
な
も
の
は
自
己
否
定
に
よ
っ
て
自
己
を
あ
る
有
限
な
概
念

に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
把
握
す
る
が
、
そ
の
際
、
絶
対
概
念
に
対
し
全
面
的
に
自
己
放
棄
し
そ
こ
へ
と
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
も
な

く
、
ま
た
絶
対
化
さ
れ
た
有
限
性
で
も
な
い
よ
う
な
自
己
肯
定
の
働
き
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
な

概
念
の
運
動
に
一
体
化
す
る
の
で
も
な
く
、
有
限
性
に
絶
対
に
留
ま
る
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、
矛
盾
す
る
自
己
肯
定
の
在
り
方
が
想
定

さ
れ
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
自
己
肯
定
の
内
実
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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