
実

存

主

義

再

考

―
「
最
高
に
厳
粛
な
学
」
の
再
興

―

安

部

浩

は
じ
め
に

―
問
題
設
定
と
そ
の
背
景

サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
、
カ
ミ
ュ
等
が
一
世
を
風
靡
し

た
一
九
四
〇
―
六
〇
年
代
か
ら
幾
星
霜
を
経
た
今
日
、
実
存
主
義
が

流
行
外
れ
と
な
っ
て
久
し
い
こ
と
は
、
蓋
し
誰
し
も
認
め
ざ
る
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
サ
ル
ト
ル
が
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
で
あ
る
』
（
以
下
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
と
略
記
す
る
）
の
中
で

逸
早
く
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
実
存
主
義
哲
学
が
「
ス
キ
ャ
ン
ダ

ラ
ス
な
も
の
か
ら
は
最
も
程
遠
い
、
最
高
に
厳
粛
な
学
」
と
し
て
、

（
一
）

当
時
の
「
実
存
主
義
の
『
流
行
』
」（E

H
,
15

）
と
は
当
初
か
ら
無
縁

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
所
謂
「
最
高
に
厳
粛
な
学
」
が
有
す
る

万
古
不
易
の
価
値
を
見
定
め
る
に
は
、
一
時
的
な
熱
狂
に
よ
る
幻
惑

に
最
早
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
現
在
こ
そ
却
っ
て
好
適
で
あ
る

に
相
違
な
い
。

こ
の
よ
う
に
時
の
流
れ
に
左
右
さ
れ
ぬ
価
値
が
実
存
主
義
に
認
め

ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
価
値
は
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
「
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
基
盤
」（E

H
,
82

）
と
目
さ
れ
る
我

々
自
身
の
「
自
由
」
に
よ
っ
て

―
そ
れ
が
前
掲
書
に
お
け
る
サ
ル

ト
ル
の
答
え
で
あ
る
。
で
は
そ
の
際
、
我
々
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を

保
証
し
て
い
る
も
の
と
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
。
同
書
の
諸
処
の
論

述
を
勘
案
す
る
限
り
、
蓋
し
そ
れ
は
「
人
間
は
自
由
な
る
も
の
で
あ

り
、
人
間
と
は
自
由
で
あ
る
」（E

H
,
37

）
旨
を
主
要
学
説
の
一
つ
と
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し
て
唱
道
す
る
実
存
哲
学
自
体
に
他
な
ら
な
い
。
さ
す
れ
ば
前
述
し

た
実
存
主
義
の
価
値
評
定
の
成
否
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
当
の
実
存
主

義
の
現
実
的
可
能
性
に
懸
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
小

論
で
は
以
下
、
次
の
問
い
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い

―
果
た
し

て
実
存
主
義
は
今
日
尚
も
可
能
で
あ
る
の
か
。

だ
が
か
か
る
問
い
を
立
て
る
に
際
し
て
、
こ
の
「
今
日
」
な
る
も

の
が
本
拙
稿
に
お
い
て
何
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
確

に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
薗
田
坦
先
生
の
晩
年

の
御
論
文
か
ら
次
の
一
節
を
引
か
せ
て
頂
き
た
い
。

科
学
的
世
界
像
（
宇
宙
論
）
に
結
び
つ
い
て[
中
略]

、
科
学
的

世
界
観
と
い
う
も
の
も
、
現
代
で
は
支
配
的
で
あ
り
、
一
般
的

と
な
っ
て
い
ま
す
。[

中
略]

科
学
的
世
界
観
に
よ
れ
ば
、
世
界

は
、
因
果
関
係
な
ど
の
科
学
的
法
則
が
そ
の
全
体
を
支
配
し
、

従
っ
て
ど
こ
ま
で
も
同
質
的
な
（hom

ogeneous

）
な
物
質
の

拡
が
り
と
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
限
り
世
界
と
い
う
も
の
は
、
基

本
的
に
物
質
の
機
械
論
的
な
構
造
と
唯
物
論
的
な
本
性
を
も
つ

も
の
と
し
て
、
科
学
的
探
究
の
対
象
と
な
る
も
の
と
見
ら
れ
ま

す
。

（
二
）

右
の
説
明
に
続
き
、
同
論
文
で
は
こ
の
科
学
的
世
界
観
に
対
し
て
、

哲
学
的
世
界
観
（
プ
ラ
ト
ン
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）

及
び
宗
教
的
世
界
観
（
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
）
が
対
置
さ
れ
る
。
だ

が
昨
今
、
分
析
哲
学
を
筆
頭
に
、
哲
学
に
お
い
て
も
「
自
然
化
」
が

強
力
に
推
進
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
「
物
理
主
義
」
的
な
思
潮

は

―
脳
神
経
神
学
（neurotheology

）
や
分
析
ア
ジ
ア
哲
学
と
い

っ
た
例
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

―
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
に
も
多

か
れ
少
な
か
れ
波
及
す
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
（
仏
教
的
世
界
観
の
特
質
を
剔
抉
せ
ん
と
す
る
）
薗
田
論
文
と

は
趣
旨
を
異
に
す
る
小
論
の
問
題
に
照
ら
し
て
如
上
の
実
情
に
鑑
み

る
な
ら
ば
、
科
学
的
世
界
観
が
「
現
代
で
は
支
配
的
で
あ
り
、
一
般

的
と
な
っ
て
」
い
る
と
い
う
薗
田
先
生
に
よ
る
如
上
の
御
指
摘
は
、

〈
ま
さ
に
こ
の
科
学
的
世
界
観
こ
そ
が
、
も
は
や
様
々
な
る
世
界
観

の
中
の
一
つ
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
今
や
唯
一
無
二
の
世
界
観
た
ら

ん
と
し
て
い
る
〉
と
い
う
意
味
で
解
せ
ら
れ
う
る
し
、
ま
た
さ
よ
う

に
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
前
述
の
「
今

日
」
な
る
表
現
を
以
て
し
て
、
物
理
主
義
が
我
々
の
世
界
観
を
覆
い

尽
く
し
つ
つ
あ
る
現
況
を
指
す
こ
と
に
し
た
い
。

す
る
と
前
掲
の
問
い
は
、
こ
れ
を
新
た
に
〈
実
存
主
義
は
物
理
主
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義
的
世
界
観
に
お
い
て
可
能
か
〉
と
表
現
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
実
存
主
義
が
先
述
の
よ
う
に
人
間
存
在
の
自
由
を
何
に
も
増

し
て
強
調
す
る
立
場
で
あ
る
の
に
対
し
、
物
理
主
義
は
因
果
的
必
然

性
こ
そ
を
殊
更
に
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
問
い
が
畢
竟

し
て
〈
人
間
の
自
由
と
必
然
性
の
調
停
可
能
性
〉
と
い
う
哲
学
史
上

有
数
の
問
題
系
に
帰
着
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
絮
説
を
要
す
ま
い
。

で
は
そ
う
し
た
一
層
広
汎
な
る
文
脈
に
置
き
直
し
て
み
た
場
合
、
サ

ル
ト
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
旧
来
の
実
存
主
義
は
如
何
に
評
価
せ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
今
述
べ
た
点
を
詳
ら
か
に
す
べ
く
、
以

下
彼
の
所
説
を
二
人
の
先
哲
の
そ
れ
と
比
較
考
量
す
る
こ
と
を
試
み

て
み
よ
う
。一

ホ
ッ
ブ
ズ
と
カ
ン
ト
の
自
由
観

初
め
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
一
七
世
紀
を
代
表
す
る
唯
物
論
者
で

あ
り
、
今
日
の
物
理
主
義
の
先
蹤
者
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
ホ
ッ
ブ
ズ
で

あ
る
。
彼
は
「
自
由
」
の
名
に
価
す
る
人
間
の
有
り
様
に
関
し
て
こ

う
述
べ
て
い
る
。
「
自
由
な
人
間
と
は
、
自
ら
の
力
と
知
性
に
よ
っ

て
な
し
う
る
物
事
に
お
い
て
、
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
行
う

こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
お
ら
ぬ
者
の
こ
と
で
あ
る
」
。
一
読
し
た
限
り

（
三
）

で
は
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
単
な
る
凡
事
で
あ
る
か
の
如
く

思
わ
れ
る
。
だ
が
右
の
言
は
、
夙
に
知
ら
れ
る
彼
の
特
異
な
自
由
概

念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

―
「
自
由
と
は
（
適
切
に
言
え
ば
）[

自

ら
に]

反
対
し
て
く
る
も
の
の
不
在
の
謂
で
あ
る
（
〈
反
対
し
て
く
る

も
の
〉
と
い
う
こ
と
で
私
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
運
動
の
外

的
な
障
碍
の
こ
と
で
あ
る
）
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
非
理
性
的
・
非
活

動
的
な
被
造
物
と
同
じ
く
理
性
的
な
被
造
物
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
」（L

,
145

角
括
弧
内
の
補
足
は
引
用
者
。
以
下
同
様
）。
つ

ま
り
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
る
と
こ
ろ
、
「
理
性
的
」
動
物
た
る
我
々
人
間

が
自
由
で
あ
る
所
以
は
偏
に
〈
行
為
の
自
由
〉

―
我
々
が
右
手
を

挙
げ
よ
う
と
す
る
際
、
何
物
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
で

あ
れ
ば
当
の
右
手
を
挙
げ
う
る
こ
と

―
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
し
て
そ
れ
は
「
非
理
性
的
」
な
事
物
の
場
合
と
（
例
え
ば
堰
に
阻

ま
れ
ぬ
限
り
、
鴨
川
が
高
き
よ
り
低
き
に
流
れ
て
い
く
の
と
）
一
般

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
彼
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
自
由
と

必
然
性
は
整
合
的
で
あ
る
。
恰
も
自
由
の
み
な
ら
ず
、
水
路
に
沿
っ

て
下
降
し
て
い
く
必
然
性
を
も
有
す
る
水
（
の
流
れ
）
に
お
け
る
が
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如
く
」（L

,
146

）。

な
る
ほ
ど
ホ
ッ
ブ
ズ
の
見
方
に
立
て
ば
、
人
間
の
自
由
と
必
然
性

は
差
し
当
た
り
両
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
以

外
の
事
物
に
も
普
く
妥
当
す
る
次
元
の
自
由
の
み
を
以
て
能
事
畢
れ

り
と
な
し
、
意
志
の
自
由

―
先
の
例
で
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
右
手

を
挙
げ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
別
様
の
振
る
舞
い
を
も
選
択
し
う
る

自
由

―
を
考
慮
に
入
れ
ず
し
て
、
果
た
し
て
人
間
の
自
由
を
論
じ

、
、
、

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
寧
ろ
カ
ン
ト
の
顰
み
に
倣
え
ば
、

そ
れ
は
精
々
の
と
こ
ろ
「
一
度
螺
子
を
巻
か
れ
た
ら
自
動
で
運
転
す

る
回
転
串
焼
機
の
自
由
」（V

,
97

）
に
す
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か
。

（
四
）

そ
こ
で
次
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
流
の
自
由
観
が
孕
む
如
上
の
難
点
を
知

悉
し
（V

gl.
V
,
95ff.

）、
我
々
人
間
も
そ
の
一
員
で
あ
る
と
こ
ろ
の

理
性
的
存
在
者
な
ら
で
は
有
し
え
ぬ
〈
意
志
の
自
律
と
し
て
の
自
由
〉

を
唱
え
た
カ
ン
ト
の
議
論
を
瞥
見
し
た
い
。
周
知
の
通
り
、
カ
ン
ト

も
ま
た
「[

人
間
の
自
由
と
自
然
の
必
然
性
と
い
う]

両
者
は
真
に
能

く
共
存
し
う
る
」（IV

,
456

丸
点
に
よ
る
強
調
は
原
文
。
以
下
同
様
）

．
．

旨
を
説
く
が
、
但
し
そ
の
論
拠
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
は
異
な
り
、
彼
独
自

の
〈
直
観
と
概
念
の
種
的
な
（specifisch

）
区
別
〉（V

gl.
X
X
,
227

A
nm

.

）
に
照
応
す
る
二
世
界
論
に
あ
る
。
例
え
ば
『
人
倫
の
形
而
上

学
の
基
礎
づ
け
』
（
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
）
で
は
、
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
理
性
的
存
在
者
に
は
、
こ
の
存

在
者
が
自
分
自
身
を
そ
こ
か
ら
考
察
し
う
る[

中
略]

と
こ
ろ
の
立
場

が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
当
該
の
存
在
者
が
自
然
法
則
（
他
律
）
の

．
．
．

下
で
感
性
界
に
属
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て[

依
拠
し
て
い
る
立
場]

で
あ
り
、
第
二
は
、
自
然
か
ら
独
立
し
て
い
て
経
験
的
で
は
な
く
、

．
．
．

専
ら
理
性
に
基
づ
く
法
則
の
下
で
叡
智
界[

乃
至
は
知
性
界]

に
所
属

し
て
い
る
者
と
し
て[

立
脚
す
る
立
場]

で
あ
る
。[

中
略]

も
し
我
々

が
我
々
自
身
の
こ
と
を
自
由
な
る
者
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

我
々
は
そ
の
成
員
と
し
て
知
性
界
（V

erstandesw
elt

）
の
方
に
身
を

置
い
て
い
る
の
で
あ
る
」（IV

,
452f.

）。
だ
が
感
性
界
か
ら
峻
別
せ

ら
れ
る
べ
き
知
性
界
に
お
い
て
こ
そ
初
め
て
確
保
さ
れ
う
る
我
々
の

自
由
は
「
そ
の
客
観
的
実
在
性
が
自
然
法
則
に
よ
っ
て
は
い
か
な
る

仕
方
に
お
い
て
も[

中
略]

示
さ
れ
え
ぬ
よ
う
な
純
然
た
る
理
念
」

（IV
,
459

）
で
あ
る
よ
り
他
な
い
。
そ
れ
故
に
『
基
礎
づ
け
』
で
は
、

こ
う
し
た
自
由
の
理
念
は
「
定
言
命
法
が
そ
の
下
で
の
み
可
能
と
な

る
唯
一
の
前
提
」（IV

,
461

）
と
し
て
、
そ
の
存
在
が
要
請
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
も
の
の
、
「
こ
の
前
提[

つ
ま
り
自
由
の
理
念]

そ
の
も

の
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
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人
間
の
い
か
な
る
理
性
を
以
て
し
て
も
金
輪
際
明
ら
か
に
は
な
ら
な

い
」（Ibid.

）
と
述
べ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
か
く
て
〈
知
性
界
に
お
け

る
人
間
の
自
由
と
感
性
界
に
お
け
る
自
然
の
必
然
性
は
併
存
可
能
で

あ
る
〉
と
い
う
同
書
の
主
張
は
、
そ
の
両
立
が
自
由
と
必
然
性
（
と

い
う
こ
と
は
つ
ま
り
知
性
界
と
感
性
界
）
の
間
の
い
か
な
る
相
互
連

関
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
最
も
肝
心
な
点
が
終
ぞ
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

だ
が
『
基
礎
づ
け
』
に
対
し
て
そ
の
後
提
出
さ
れ
た
批
判
に
応
え

る
べ
く

―
同
書
の
よ
う
に
自
由
を
理
念
と
し
て
前
提
し
た
上
で
、

そ
れ
を
基
に
定
言
命
法
の
演
繹
を
試
み
る
の
で
は
な
く
し
て

―
先

ず
道
徳
法
則
の
意
識
（
及
び
こ
の
法
則
の
実
在
性
）
を
「
理
性
の
事

実
」
と
し
て
認
め
、
次
い
で
か
か
る
道
徳
法
則
か
ら
自
由
を
演
繹
し
、

そ
の
実
在
性
を
示
さ
ん
と
す
る
『
実
践
理
性
批
判
』
（
以
下
『
第
二

批
判
』
と
略
記
）
で
あ
れ
ば
、
今
述
べ
た
不
明
点
は
詳
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
管
見
の
限
り
で
は
、
残
念
な
が
ら
そ
う
で

は
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
道
徳
法

則
は
自
由
の
実
在
性
（
但
し
理
論
的
な
ら
ぬ
実
践
的
な
意
味
で
の
そ

れ
）
を
証
す
る
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
「
こ
れ
に
よ

っ
て
、
自
由
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か[

中
略]

が
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
」（V

,
133

）。
そ
れ
故
、
必
然
性
と
の

両
立
関
係
に
お
い
て
自
由
が
可
能
と
な
る
機
序
は
、
生
憎
『
第
二
批

判
』
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
判
然
と
せ
ぬ
儘
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

以
上
、
素
よ
り
粗
笨
極
ま
る
寸
評
の
域
を
出
ぬ
も
の
の
、
ホ
ッ
ブ

ズ
と
カ
ン
ト
の
自
由
観
を
瞥
見
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
両
者
と
突

き
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
サ
ル
ト
ル
の
（
特
に
そ
の
主
著
『
存
在

と
無
』
に
お
け
る
）
立
場
を
闡
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
よ
う
。

二

サ
ル
ト
ル
の
自
由
観

―
ホ
ッ
ブ
ズ

お
よ
び
カ
ン
ト
と
の
比
較
を
通
し
て

ホ
ッ
ブ
ズ
の
特
徴
は
、
理
性
的
・
非
理
性
的
の
別
を
問
わ
ず
、
凡

そ
存
在
者
万
般
に
通
底
す
る
よ
う
な
自
由
を
問
題
に
し
、
人
間
と
事

物
の
存
在
を
等
し
並
み
に
扱
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
人
間
と

事
物
の
存
在
論
的
な
区
別
こ
そ
は
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
肝
要
事
で
あ

る
。
旧
聞
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
前
者
の
存
在
を
「
対
自

存
在
」
（
換
言
す
れ
ば
「
〈
自
ら
が
そ
れ
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
〉
で
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あ
り
、
ま
た
〈
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
で
な
い
よ
う

な
存
在
（être

qui
est

ce
qu’il

n’est
pas

et
qui

n’est
pas

ce
qu’il

est

）
」
、
そ
し
て
後
者
の
そ
れ
を
「
即
自
存
在
」
（
す
な
わ
ち
、
そ
の

（
五
）

「
存
在
が
、
〈
当
の
存
在
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
で
あ
る

（l’être
est

ce
qu’il

est

）
」（E

N
,
32

）
こ
と
し
か
可
能
で
な
く
、
専

ら
同
一
律
を
原
理
と
す
る
存
在
）
と
規
定
し
、
両
者
を
峻
別
す
る
（
「
即

自
存
在
」
の
方
は
扨
措
き
、
自
家
撞
着
め
い
た
物
言
い
に
し
か
見
え

ぬ
「
対
自
存
在
」
の
規
定
は
明
解
し
難
か
ろ
う
。
そ
の
解
釈
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
）
。
そ
の
上
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
自
由
と

は
人
間
の
存
在
の
こ
と
で
あ
る
」（E

N
,
485

）。「
〈
当
の
存
在
が
そ
れ

で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
で
あ
る
よ
う
な
存
在[
つ
ま
り
即
自
存
在]

は
自
由
で
は
あ
り
え
ま
い
」
（Ibid.

）
。
か
く
の
如
く
ホ
ッ
ブ
ズ
と
は

異
な
り
、
サ
ル
ト
ル
は
人
間
存
在
（
従
っ
て
対
自
存
在
）
に
の
み
自

由
を
認
め
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
彼
独
自
の
自
由
概
念
の
然
ら
し
む

る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
当
該
の
概
念
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
我
々
は
そ
れ
を
例
え

ば
次
の
一
節
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
自
由

―
正
確
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
人
間
の
中
心
部
で
存
在
さ
れ
る
（être

été

）
〈
無
〉
の
謂
で

．
．
．
．
．

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
無
が
人
間
存
在
を
強
い
て
、
存
在
す
る
こ
と
に

．
．
．
．
．
．

代
え
て
、
自
ら
を
形
成
す
る
こ
と
（se

faire

）
を
な
さ
し
め
る
の
で

．
．
．
．
．
．
．
．
．

あ
る
」
（Ibid.

）
。
自
由
即
ち
無

―
こ
れ
は
や
は
り
相
応
の
敷
衍
を

要
す
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
引
用
箇
所
で
は
ま
ず
、
無
と
は
人
間
が
そ
れ
を
（
他
動
詞
的

な
意
味
合
い
で
）
「
存
在
す
る
」
当
の
も
の
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
自
身
に
よ
る
補
足
と
思
し
き
言
を
援
用
す
れ
ば
、

こ
れ
は
事
柄
と
し
て
は
「
無
に
よ
っ
て
、
〈
人
間
存
在
（réalité-

hum
aine

）
が[

今
ま
で]

そ
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
〉
が
〈
当

の
人
間
存
在
が[

今
現
に]

そ
れ
で
あ
る
も
の
〉
や
〈
そ
の
人
間
存
在

が[

今
後]

そ
れ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も
の
〉
か
ら
分
離
さ
れ
て

い
る
」（Ibid.

）
さ
ま
を
言
わ
ん
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
す
る

と
こ
こ
に
我
々
は
、
前
掲
の
対
自
存
在
の
規
定
を
理
解
す
る
上
で
有

益
な
示
唆
を
見
出
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
今
引
い
た

言
に
お
い
て
（
存
在
動
詞
の
時
制
の
相
違
に
よ
っ
て
）
際
立
た
せ
ら

れ
て
い
る
時
間
様
相
を
件
の
規
定
に
読
み
込
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
こ
の
規
定
は
そ
の
深
意
を
次
の
よ
う
に
窺
測
し
う
る
の
で

は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
対
自
存
在
（
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
人
間
存

在
）
と
は
「
〈
自
ら
が
未
だ
そ
れ
で
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
〉
で
既
に

、
、

、
、

、
、

あ
り
、
ま
た
〈
自
ら
が
既
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
で
最
早

、
、

、
、

、
、

、
、
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な
い
よ
う
な
存
在
」
に
他
な
ら
ぬ
、
と
。

、
、万

一
右
の
釈
義
に
大
過
な
か
り
せ
ば
、
如
上
の
自
由
概
念
を
以
て

し
て
〈
自
由
即
ち
無
〉
を
説
く
サ
ル
ト
ル
の
趣
意
は
、
今
や
こ
う
解

せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
〈
既
に
あ
る
〉
自
ら
の
有
り
様
を
そ
の
つ
ど

直
ち
に
〈
最
早
な
い
〉
も
の
と
な
し
、
「
私
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ

の
も
の
を
〈[

嘗
て
そ
れ
で]

あ
っ
た
〉
（l’avoir-été

）
と
い
う
形
式

の
下
で
無
化
す
る
（néantiser
）
」（E

N
,
483

）
こ
と
、
こ
れ
が
前
述

の
〈
無
〉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
自
由
と
は

か
か
る
無
化
を
措
い
て
他
に
あ
り
え
な
い
」（Ibid.

）
。
但
し
そ
の
際
、

こ
の
無
化
の
運
動
は
、
〈
未
だ
（
実
現
さ
れ
た
そ
れ
で
は
）
な
い
〉

己
の
存
在
可
能
性
を
〈
既
に
（
先
取
り
し
つ
つ
）
あ
る
〉
こ
と
に
よ

っ
て
「
自
ら
を
形
成
す
る
」
投
企
の
働
き
を
常
に
伴
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
比
較
と
い
う
切
り
口
か
ら
サ
ル
ト
ル
の
自

由
論
の
一
端
を
些
か
な
り
と
も
照
射
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
次
は
カ

ン
ト
と
の
対
照
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
由
観
に
関
し
て
特
筆
大
書
す

べ
き
は
何
と
言
っ
て
も
や
は
り
感
性
界
と
知
性
界
の
峻
別
で
あ
ろ

う
。
だ
が
そ
の
二
元
論
が
厳
格
に
す
ぎ
る
こ
と
が
災
い
し
た
の
か
、

こ
の
二
つ
の
世
界
の
相
関
に
お
い
て
人
間
の
自
由
が
成
立
す
る
仕
組

み
に
つ
い
て
は
、
彼
は
結
局
不
問
に
付
し
て
い
る
憾
み
を
禁
じ
え
な

い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
無
論
、
次
の

よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
の
主
張
す

る
如
く
、
我
々
は
理
性
的
存
在
者
（
乃
至
は
意
識
）
と
し
て
は
知
性

界
の
一
員
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
傾

向
性
や
衝
動
に
影
響
さ
れ
る
感
性
的
・
身
体
的
存
在
者
で
あ
る
限
り

に
お
い
て
は
、
我
々
は
同
時
に
ま
た
感
性
界
に
も
属
し
て
い
る
筈
で

あ
る
。
で
は
我
々
が
自
由
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
実
現
し
て
い
る
場

合
、
そ
れ
は
我
々
の
意
識
と
身
体
の
間
の
い
か
な
る
相
互
連
関
に
基

づ
い
て
い
る
の
か
。
蓋
し
サ
ル
ト
ル
は
、
カ
ン
ト
が
（
少
な
く
と
も

主
題
的
に
は
）
考
察
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
か
く
の
如
き
問
題
を
正

面
か
ら
引
き
受
け
、
カ
ン
ト
流
の
二
元
論
で
は
遂
に
果
た
さ
れ
ず
に

終
わ
っ
た
〈
二
元
の
間
の
架
橋
〉
を
果
敢
に
試
み
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

周
知
の
通
り
『
存
在
と
無
』
で
は
、
対
自
存
在
（
意
識
と
し
て
の

〈
私
〉
の
存
在
）
を
構
成
す
る
契
機
の
一
つ
と
し
て
「
事
実
性

（facticité

）
」

―
す
な
わ
ち
「
偶
然
的
な
諸
存
在
の
間
に
巻
き
込

ま
れ
た
偶
然
的
存
在
と
し
て
実
存
す
る
必
然
性
」（E

N
,
348

）

―

が
論
及
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
私
の
偶
然
性
の
必
然
性
を
受
け
入

れ
る
偶
然
的
形
式
」（Ibid.

）
た
る
身
体
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
こ
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の
身
体
と
意
識
と
の
関
わ
り

―
或
い
は
そ
の
よ
う
な
身
体
と
の
関

係
に
お
け
る
意
識
の
あ
り
方

―
の
究
明
こ
そ
が
、
サ
ル
ト
ル
が
カ

ン
ト
と
異
な
る
点
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
の
点
に
関
す
る
サ
ル

ト
ル
の
所
説
を
略
説
し
よ
う
。

彼
の
見
る
と
こ
ろ
、
身
体
と
は
意
識
に
と
っ
て
〈
世
界
へ
の
橋
頭

堡
〉
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
世
界

に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
の
私
の
意
識
の
可
能
性
の
恒
常
的
な
制

約
」（E

N
,
367

原
文
の
強
調
は
省
略
）

―
換
言
す
れ
ば
、
意
識
が

世
界
へ
向
か
い
、
様
々
な
る
対
象
を
定
立
す
る
こ
と
を
そ
も
そ
も
絶

え
ず
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
当
の
も
の

―
で
あ
り
、
比
喩
的
に
言

え
ば
、
森
羅
万
象
が
専
ら
そ
れ
を
通
し
て
我
々
に
立
ち
現
れ
て
く
る

眼
の
如
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
眼
も
当
の
眼
自
身
を
見
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
世
界
が
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ

開
か
れ
て
く
る
視
点
た
る
身
体
は
「
そ
れ
に
対
す
る
視
点
と
い
う
も

の
が
存
在
し
え
な
い
よ
う
な
視
点
」（E

N
,
369

）
で
あ
る
が
故
に
、

そ
れ
自
体
は
意
識
に
よ
る
対
象
化
を
逃
れ
去
る
定
め
に
あ
る
。
別
言

す
れ
ば

―
「
反
省
以
前
の
コ
ギ
ト
ー
」（E

N
,
19

）
で
あ
る
為
、
い

か
な
る
反
省
作
用
に
よ
っ
て
も
主
題
的
に
把
握
せ
ら
れ
る
こ
と
は
決

し
て
な
い
と
は
い
え
、
常
に
既
に
非
主
題
的
な
仕
方
で
意
識
さ
れ
て

い
る
自
己
意
識
（
そ
の
非
反
省
的
・
非
措
定
的
性
格
を
殊
更
に
明
示

す
る
為
に
、
サ
ル
ト
ル
自
身
は
こ
れ
を
「
自
己
（
に
つ
い
て
の
）
意

識
（conscience

（de

）soi

）
」
と
表
記
す
る
）
と
同
様
に

―
身
体

は
非
定
立
的
な
次
元
に
お
い
て
暗
々
裡
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
身
体
に
つ
い
て
の
意
識
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
以
て
存

．
．
．
．
．

在
し
な
い
」（E

N
,
369

）
の
で
あ
っ
て
、
高
々
「
身
体
（
に
つ
い
て

の
）
意
識
（conscience

（du

）corps

）
」
だ
け
が
あ
る
と
彼
が
い
み

じ
く
も
説
く
所
以
で
あ
る
。

さ
す
れ
ば
身
体
は
意
識
の
対
象
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
両
者
は
却
っ

て
寧
ろ

―
「
意
識
は
自
ら
の
身
体
を
実
存
す
る
（exister

）
」
（E

N
,

369

原
文
の
強
調
は
省
略
）
と
い
っ
た
一
文
が
、
そ
の
破
格
な
言
葉

遣
い
を
通
し
て
何
と
か
し
て
言
い
表
さ
ん
と
し
て
い
る
如
く

―

「
一
心
同
体
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、
サ
ル
ト
ル
は
続
け
ざ
ま
に
こ
う
主
張
す
る
。

非
措
定
的
意
識
は
身
体
（
に
つ
い
て
の
）
意
識
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
身
体
と
は
〈
意
識
が
自
ら
を
し
て
意
識
た
ら
し
め
る
べ

く
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
無
化
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
と
し
て

の
身
体
の
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
〈
そ
れ
で
あ
る
必
要
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は
な
い
の
に
、
意
識
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
〉
に
し
て

〈
自
ら
が
そ
れ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
為
に
、
意
識
．
．

が
そ
れ
を
超
え
て
通
り
過
ぎ
て
い
く
よ
う
な
何
か
〉
と
し
て
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

身
体
の
こ
と
で
あ
る
（Ibid.

）。

サ
ル
ト
ル
の
所
謂
自
由
と
は
、
自
ら
が
既
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ

の
も
の
を
無
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
有
り
様
を
固
定
化
す

る
「
所
与
や
事
実
か
ら
の
逃
走
」（E

N
,
530

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
自

由
観
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
我
々
は
右
の
引
用
文
の
趣
旨
を
次
の
よ
う

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
意
識
（
乃
至
は
対
自
）
は
、
当
の

意
識
が
そ
の
つ
ど
そ
れ
を
「
存
在
す
る
」
と
こ
ろ
の
身
体
（
又
は
そ

の
時
々
の
自
ら
の
身
体
的
様
態
）
を
次
か
ら
次
へ
と
乗
り
越
え
て

―
或
い
は
事
柄
に
即
し
て
言
い
直
せ
ば
、
乗
り
換
え
て

―
い
き

な
が
ら
、
こ
れ
を
不
断
に
無
化
し
続
け
る
運
動
を
通
し
て
の
み
自
由

た
り
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
以
上
の
理
解
が
仮
に
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
意

識
は
或
る
身
体
的
様
態
（
甲
）
か
ら
別
の
身
体
的
様
態
（
乙
）
へ
と

乗
り
換
え
る
間
、
た
と
え
そ
れ
が
ほ
ん
の
一
刹
那
に
す
ぎ
ぬ
に
せ
よ
、

そ
れ
は
甲
乙
何
れ
で
も
な
く
、
い
か
な
る
所
与
や
制
約
か
ら
も
自
由

な
「
理
想
状
態
」
に
あ
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
す
る
と
如
上
の

解
釈
に
倣
え
ば
、
〈
我
々
人
間
は
己
が
身
体
に
自
ら
を
そ
の
つ
ど
定

位
さ
せ
つ
つ
、
世
界
に
お
い
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
但
し
そ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
我
々
が
本
来
は
先
ず
、

当
該
の
身
体
か
ら
独
立
し
、
世
界
と
無
縁
に
自
存
す
る
意
識
と
し
て

あ
る
（
そ
し
て
し
か
る
後
に
身
体
へ
自
己
定
位
す
る
）
か
ら
に
他
な

ら
な
い
〉
と
い
っ
た
考
え
方
が
サ
ル
ト
ル
哲
学
の
一
帰
結
と
し
て
導

か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
「
世
界
内
存
在
」
の
思

想
の
否
定
に
も
繋
が
る
こ
う
し
た
見
解
を
サ
ル
ト
ル
が
是
と
す
る
か

否
か
は
定
か
で
は
な
い
。
と
は
い
え
何
れ
に
せ
よ
、
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
』
の
基
に
な
っ
た
講
演
を
巡
っ
て
或
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
の

間
で
行
わ
れ
た
丁
々
発
止
の
問
答
が
如
実
に
示
す
通
り
、
我
々
（
及

（
六
）

び
我
々
に
よ
る
主
体
的
な
決
断
）
は
元
来
、
世
界
の
因
果
連
関
を
超

出
し
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
の
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
、

サ
ル
ト
ル
が
史
的
唯
物
論
の
説
く
決
定
論
を
頑
に
、
し
か
も
完
膚
な

き
ま
で
に
退
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。

結
語
に
代
え
て

―
実
存
主
義
の
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今
日
の
可
能
性

以
上
、
〈
実
存
主
義
は
物
理
主
義
的
世
界
観
に
お
い
て
可
能
か
〉

と
い
う
見
地
か
ら
、
専
ら
サ
ル
ト
ル
の
立
場
の
批
判
的
検
討
を
試
み

た
。
し
か
し
な
が
ら
上
来
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
意
志

の
自
由
と
い
っ
た
精
神
現
象
ま
で
を
も
「
物
理
的
な
出
来
事
」
に
数

え
入
れ
、
脳
神
経
決
定
論
に
与
す
る
当
該
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、

彼
に
代
表
さ
れ
る
旧
来
の
実
存
主
義
が
占
め
る
余
地
は
残
念
な
が
ら

皆
無
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
こ
れ
は
実
存
主
義
が
物

理
主
義
的
世
界
観
に
容
れ
ら
れ
ず
、
今
日
最
早
い
か
な
る
意
味
に
お

い
て
も
可
能
で
は
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
に
対
す
る
西
谷
啓
治
の
適
評
を
借
用
す
る
な

ら
ば
、
寧
ろ
物
理
主
義
の
時
代
た
る
今
日
こ
そ
、
実
存
主
義
は
「
科

学
の
機
械
的
世
界
観
を
、
恰
も
煉
火
を
く
ぐ
る
や
う
に
し
て
通
過
し
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
科
学
と
い
ふ
立
場
に
表
れ
て
ゐ
る
人
間
の
あ
り

方
と
の
対
決
」
を
敢
行
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
実

（
七
）

存
主
義
は
こ
う
し
た
機
械
論
的
・
決
定
論
的
世
界
観
を
何
も
積
極
的

に
支
持
し
な
く
と
も
よ
い
が
、
と
は
い
え
せ
め
て
そ
れ
と
あ
か
ら
さ

ま
に
抵
触
せ
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
け
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

諸
般
の
制
約
上
、
本
小
論
で
は
そ
の
論
証
を
生
憎
展
開
で
き
ぬ
儘

に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、
今
後
の
研
究
の
見
通
し
を
予
め

述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
〈
実
存
主
義
は
今
日
尚
も
可
能

か
〉
と
い
う
問
い
に
対
す
る
筆
者
の
答
え
は
、「
条
件
付
き
で
然
り
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
無
論
こ
の
附
帯
条
件
の
内
実
と
そ
の
存
在
理

由
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
爾
後
の
課
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

筆
者
と
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
衣
鉢
を
独
自
の
仕
方
で
継
い

で
い
る
ト
ー
マ
ス
・
ブ
フ
ハ
イ
ム
の
「
物
理
内
部
的
二
元
論
」
を
援

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
試
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
卑
見
に
よ

れ
ば
、
そ
の
所
説
の
眼
目
は
以
下
の
二
点
に
あ
る
。
第
一
に
、
身
体

的
な
も
の
と
同
様
に
、
精
神
的
な
も
の
を
も
物
理
的
な
も
の
の
中
に

含
め
、
心
身
の
間
に
（
物
理
的
な
も
の
同
士
の
間
で
初
め
て
成
立
す

る
と
こ
ろ
の
）
因
果
的
な
相
互
作
用
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ

と
で
あ
る
（
そ
の
限
り
で
は
、
こ
の
立
場
は
一
種
の
物
理
主
義
で
あ

る
）
。
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
両
者
は
共
に
物
理
的

な
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
存
在
論
的
観
点
か
ら
言
え
ば
、
心

身
は
あ
く
ま
で
も
互
い
に
区
別
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
よ
っ
て
こ

の
立
場
は
二
元
論
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
る
）
。
以
上
の
よ
う
に
考

え
る
な
ら
ば
、
世
界
と
は
精
神
的
な
も
の
が
因
果
作
用
を
現
に
及
ぼ
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し
う
る
場
で
あ
り
、
か
く
て
そ
れ
は
ま
た
我
々
が
自
由
な
者
と
し
て

行
為
し
う
る
場
で
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
そ
の
詳
説
は
こ
れ

を
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

註
（
一
）Jean-Paul

Sartre,
L

’existentialism
e

est
un

hum
anism

e,
P
aris,

1957,
p.

16.

（
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
箇
所
は

E
H

の
略
号
に
続
き
、
頁
番
号
を
文
中

に
て
括
弧
に
包
ん
で
示
す
。）

（
二
）
薗
田
坦
、
「
仏
教
の
世
界
観
に
つ
い
て
」
、
『
仁
愛
大
学
研
究
紀
要
（
人
間

学
部
篇
）』
第
十
号
、
二
〇
一
一
年
、
三
頁
。

（
三
）T

hom
as

H
obbes,

Leviathan,
ed.

by
R
ichard

T
uck,

C
am

bridge,
1996,

p.
146.

（
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
箇
所
はL

の
略
号
に
続
き
、
頁
番
号
を
文
中

に
て
括
弧
に
包
ん
で
示
す
。）

（
四
）
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
慣
例
に
従
い
、
ア
カ
デ

ミ
ー
版
全
集
の
巻
番
号
（
ロ
ー
マ
数
字
）
に
続
き
、
頁
番
号
を
文
中
に
て
括
弧

に
包
ん
で
示
す
。

（
五
）Jean-Paul

S
artre,

L
’être

et
le

néant.
E

ssai
d’ontologie

phénom
énologique,

Paris,
1994,

p.
93;

115.

（
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
箇
所

はE
N

の
略
号
に
続
き
、
頁
番
号
を
文
中
に
て
括
弧
に
包
ん
で
示
す
。）

（
六
）
「
ナ
ヴ
ィ
ル
氏:

貴
方
の
「
状
況
」
観
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
見
解
と
は
全

く
一
致
し
ま
せ
ん
。
貴
方
の
見
方
は
因
果
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

そ
の
懸
隔
は
極
め
て
顕
著
で
す
ら
あ
り
ま
す
。[

中
略]

我
々
に
と
っ
て
状
況
と

は
、
決
定[

因
子]

の
全
系
列
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
総
体
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
な
の
で
す
。

サ
ル
ト
ル:

貴
方
に
対
し
て
自
由
の
話
が
な
さ
れ
る
時
、
貴
方
は
こ
う
お
っ

し
ゃ
る
こ
と
に
時
間
を
費
や
さ
れ
ま
す
ね

―
い
や
、
因
果
性
が
存
在
し
て
い

る
の
だ
と
。[

中
略]

ナ
ヴ
ィ
ル
氏:

延
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
た
事
例
で
し
た
が
、[

母
に
孝
行
す
べ

き
か
、
そ
れ
と
も
対
独
抗
戦
の
為
に
自
由
フ
ラ
ン
ス
軍
へ
志
願
す
べ
き
か
と
去

就
に
迷
っ
て]

貴
方
を
訪
ね
て
き
た
若
者
の
例
を
貴
方
は
出
さ
れ
ま
し
た
よ
ね
。

サ
ル
ト
ル:

彼
は
自
由
の
次
元
に
身
を
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
」

(E
H
,
137ff.)

（
七
）
西
谷
啓
治
、『
西
谷
啓
治
著
作
集
第
十
巻
・
宗
教
と
は
何
か
』、
創
文
社
、

一
九
八
七
年
、
六
五
頁
。

追
記

中
学
時
代
に
サ
ル
ト
ル
の
小
説
や
戯
曲
に
親
し
ん
で
以
来
、
学
部
三
回
生
の

頃
ま
で
、
文
学
の
道
に
進
む
か
、
そ
れ
と
も
哲
学
を
選
ぶ
べ
き
か
と
大
い
に
去

就
に
迷
っ
た
。
そ
の
挙
句
、
非
礼
を
も
顧
み
ず
、
薗
田
先
生
に
御
相
談
申
し
上

げ
た
。
哲
学
と
文
学
の
相
違
を
諄
々
と
説
く
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
、
目
下
は
哲

学
を
し
っ
か
り
と
勉
強
す
る
よ
う
に
と
御
諭
し
下
さ
っ
た
先
生
の
御
温
容
は
今

尚
眼
前
に
彷
彿
す
る
。
先
生
は
霊
的
な
温
か
み
の
あ
る
方
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。

真
に
計
り
知
れ
ぬ
御
師
恩
に
謹
ん
で
深
謝
申
し
上
げ
た
い
。

浅
沼
光
樹
氏
の
一
方
な
ら
ぬ
御
高
誼
な
く
し
て
は
、
本
拙
論
を
先
生
の
御
仏

前
に
呈
上
す
る
こ
と
は
凡
そ
叶
わ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
非
礼
の
御
詫
び
旁
々
、

衷
心
よ
り
多
謝
申
し
上
げ
る
。
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昨
年
四
月
二
二
日
に
薗
田

坦
名
誉
教
授
が
ご
逝
去
に
な
っ
た
。
享
年

七
九
歳
。
和
し
て
同
ぜ
ず
、
温
厚
な
長
者
の
面
影
の
な
か
に
壮
年
の
気

魄
と
青
年
の
鋭
敏
さ
を
失
わ
れ
な
か
っ
た
稀
有
の
か
た
で
あ
っ
た
。
本

誌
に
と
っ
て
は
創
刊
者
で
あ
る
。
ご
冥
福
を
こ
こ
ろ
か
ら
お
祈
り
し
た

い
。本

号
に
は
受
業
生
か
ら
六
編
の
ご
寄
稿
が
あ
っ
た
。
ど
な
た
も
本
務

ご
多
用
中
の
は
ず
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
た
だ
感
謝
す
る
ほ
か
な

い
。
の
み
な
ら
ず
薗
田
先
生
ご
自
身
の
修
士
論
文
を
掲
載
で
き
た
。
こ

れ
で
私
た
ち
は
先
生
の
初
心
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
で
あ
る
。
掲
載
を
お
認
め
く
だ
さ
っ
た
薗
田
亮
子
様
、
校
訂
・
翻
刻

の
労
を
取
ら
れ
た
浅
沼
光
樹
氏
に
特
に
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。

中
垣
の
へ
だ
て
は
あ
れ
ど
へ
だ
て
な
く
祈
る
は
お
な
じ
道
の
行
く
末
、

と
い
う
歌
が
あ
る
。
福
井
藩
の
賓
師
に
招
か
れ
て
ゆ
く
横
井
小
楠
（
文

化
六
年
―
明
治
二
年
）
に
長
岡
監
物
（
文
化
一
〇
年
―
安
政
六
年
）
が

贈
っ
た
も
の
だ
。
小
楠
は
実
学
党
親
民
派
の
巨
頭
で
、
監
物
は
明
徳
派

の
元
祖
。
い
わ
ば
仇
同
士
だ
。
つ
い
に
出
盧
し
て
ゆ
く
仇
に
な
に
か
門

出
の
祝
い
を
贈
ろ
う
と
し
た
と
き
、
出
番
を
迎
え
た
道
と
い
う
言
葉
が

印
象
的
だ
。
道
っ
て
な
ん
な
の
、
と
現
代
人
な
ら
返
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
道
に
関
し
て
問

わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
道
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
も
と
も
と

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
。

道
と
い
え
ば
、
『
論
語
』
里
仁
篇
の
「
子
曰
朝
聞
道
夕
死
可
矣
」
が
出

典
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
れ
を
朝
に
道
を
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な

り
、
と
読
ん
で
は
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
。
古
注
の
説
く
と
こ
ろ
を
活

か
せ
ば
、
朝
に
道
あ
り
と
聞
か
ば
夕
べ
に
死
す
と
も
可
な
り
、
と
訓
じ

な
け
れ
ば
真
意
が
伝
わ
ら
な
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
道

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
さ
え
知
っ
た
な
ら
ば
安
心
し
て
死
ね
る
の
に
、

と
孔
子
は
言
い
残
し
た
わ
け
だ
。
道
と
はS

osein

で
は
な
くD

asein

の

み
が
問
題
と
な
る
も
の
ら
し
い
。

こ
の
道
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
蘇
る
こ
と
は
も
う
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
道

可
道
非
常
道
と
も
い
う
。
ど
う
す
る
か
は
、
私
た
ち
次
第
で
あ
る
。
践

ま
る
べ
き
道
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
、
い
ま
願
っ
て
い
る
。

毎
号
の
こ
と
な
が
ら
、
本
号
の
刊
行
の
た
め
に
貴
重
な
時
間
を
費
や

し
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
Ｆ
）
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