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生
死
の
存
在
論
か
ら
他
者
依
存
性
の
政
治
哲
学
へ

共
生
の
哲
学
の
た
め
に

池
田
喬

１　

共
生
の
意
味
を
問
い
直
す

―
哲
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

「
共
生
」
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
哲
学
的
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、「
共
に
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
生
き

る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
最
低
で
も
二
つ
の
問
い
が
待
っ
て
い
る
。

　

男
女
共
生
や
文
化
共
生
な
ど
、
現
在
、「
共
生
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
。
そ
の
場
合
、「
共
に
」
と
い
う
こ
と
で
、
単
に

異
な
る
空
間
的
位
置
に
二
つ
の
身
体
が
出
来
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、（
共
に
）「
生
き

る
」
こ
と
を
、
例
え
ば
二
人
以
上
の
心
臓
が
同
時
に
機
能
し
て
い
る
状
態
と
同
一
視
す
る
こ
と
も
普
通
は
な
い
。
心
臓
の
活
動

は
、
私
や
あ
な
た
に
「
起
こ
っ
て
い
る
」
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
私
た
ち
が
「
行
っ
て
い
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
何
を
行
う
こ
と
も

な
く
す
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
十
分
な
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
「
共
に
生
き
る
」
こ
と
の
意
味
を
問
う
必
要
も
な
い
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
に
は
、「
共
生
」
は
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
共
同
で
何
か
を
意
志
的
に
為
す
一
種
の
「
行
為
」
を

要
求
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
男
女
共
生
や
文
化
共
生
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
方
が
他
方
の
権
利
向
上
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や
生
活
基
盤
の
回
復
な
ど
の
た
め
に
、
貢
献
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
共
生
の
意
味
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
単
に
「
生
き

て
い
る
」
だ
け
で
は
共
生
は
成
就
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
何
か
を
（
努
め
て
）「
行
う
」
こ
と
で
成
就
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ

と
い
う
考
え
は
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
立
ち
止
ま
っ
て
、
こ
う
問
い
た
い
。「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
端
的
に
思
考
す
る
な

ら
ば
、
共
生
に
特
定
の
「
行
為
」
を
要
求
す
る
こ
と
は
全
然
自
明
で
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
目
的
達
成
に
役
立
つ
「
行

為
」
を
何
ら
せ
ず
と
も
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
を
で
き
な
く
と
も
、
心
臓
が
機
能
し
て
い
る
限
り
、「
生
き
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
最
も
常
識
的
な
死
生
観
か
ら
し
て
十
分
な
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
、
私
た
ち
は
「
共
に
」

生
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
共
生
」
の
概
念
が
単
に
「
生
き
る
こ
と
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い

う
意
味
を
帯
び
る
時
に
は
、
常
識
的
な
意
味
で
の
「
生
き
る
」
の
理
解
内
容
と
は
別
の
思
想
が
入
り
込
ん
で
お
り
、
し
か
も
、

後
者
が
前
者
を
否
定
す
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
哲
学
的
探
求
は
、
常
識
的
、
伝
統
的
、
あ
る
い
は
文
化
的
、
宗
教
的
、
科
学
的
に
権
威
付
け
ら
れ
た
世
界
観
や

死
生
観
を
、
そ
れ
に
対
立
す
る
世
界
観
や
死
生
観
か
ら
擁
護
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
な
ど
い
な
い
。
む
し
ろ
、
哲
学

に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
結
論
を
可
能
な
限
り
留
保
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
良
い
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
哲
学
的
探
求
は
、（
問
う
に
値
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
）
生
き
る
こ
と
は
何
ら
か
の
意
志
的
な
行
為
を
要
求
す
る
と

い
う
考
え
の
み
な
ら
ず
、
生
き
る
と
は
心
臓
機
能
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
も
括
弧
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
探
求
方
法
を
、
先
入
観
を
排
し
て
起
源
か
ら
問
う
こ
と
、
無
前
提
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と
な
ど
と
名
指
す
こ
と
も

お
そ
ら
く
は
で
き
る
。
し
か
し
真
に
必
要
な
の
は
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
は
な
く
、
明
確
な
哲
学
的
方
法
論
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
の
西
洋
哲
学
に
お
い
て
、
無
前
提
性
か
ら
の
出
発
を
標
榜
し
た
の
は
Ｅ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
あ
っ
た
が
、

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
現
象
学
を
「
存
在
論
」
と
し
て
継
承
し
た
。
彼
は
、
生
や
死
を
含
む
多
様
な
現
象
に
対
す
る
既
存

の
解
釈
を
保
留
し
、
そ
れ
ら
の
現
象
を
「
存
在
す
る
」
と
い
う
最
も
自
明
で
曖
昧
な
概
念
へ
と
ひ
と
ま
ず
形
式
化
す
る
こ
と
を
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明
白
に
哲
学
的
方
法
論
と
し
て
導
入
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
存
在
論
的
形
式
化
︱
︱
あ
る
い
は
、「
存
在
論
的
中
立
化

（
（
（

」 
︱
に
ま
ず
は
な
ら
い
、「
生
き
る
」
と
は
「
存
在
す
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
、「
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
」
こ
と
で
あ
る

と
し
て
み
る
。
そ
し
て
、「
共
に
生
き
る
」
と
は
、
人
間
事
象
と
し
て
は
、「
共
に
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う

理
解
を
示
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
解
釈
し
た
Ｊ
︲
Ｌ
＝
ナ
ン
シ
ー

が
さ
ら
に
明
瞭
に
し
た
よ
う
に
、「
共
に
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
共
生
」
に
と
っ
て
意
志
的
な
「
行
為
」
の
遂
行
は

必
要
条
件
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
共
に
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
「
共
生
」
が
現
実
の
中
で
顕
在
化
す
る
の
は
、
自
分
ま
た
は

他
者
の
生
死
が
そ
の
境
目
に
お
い
て
問
題
に
な
る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
面
と
は
、
自
分
ま
た
は
他
者
が
意

志
的
な
行
為
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
が
不
可
能
な
場
面
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、「
共
に
生

き
る
」
こ
と
に
意
志
的
な
行
為
の
遂
行
を
容
易
く
要
求
す
る
場
合
に
は
、
生
死
の
境
目
に
至
っ
て
い
な
い
人
の
一
定
の
時
期
に

限
定
し
て
物
事
を
考
え
る
傾
向
が
お
そ
ら
く
は
潜
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
死
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
局
面
を
表
立
っ

て
視
野
に
入
れ
ず
、
自
立
的
に
意
志
的
行
為
を
で
き
る
状
況
に
も
っ
ぱ
ら
定
位
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
生
き
る
」
の
概
念
は
、
生

死
の
境
目
で
問
題
に
な
る
「
共
生
」
の
あ
り
方
を
組
み
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
概
念
の
流
通
は
、
そ
の

あ
り
方
に
面
し
た
人
の
思
い
を
圧
迫
す
る
危
険
を
伴
う
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
自
立
的
に
意
志
を
表
明

し
た
り
、
意
志
的
に
行
為
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
、︿
単
に
生
き
て
い
る
﹀
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
、
人

と
人
の
間
で
共
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
は
失
わ
れ
る
と
い
う
感
覚
は
、
他
者
と
共
に
意
志
的
に
行
為
で
き
て
い
る
状
態
に
あ

る
限
り
は
、
通
常
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
、
生
死
の
境
目
に
自
分
や
他
者
を
見
出
す
時
に
は
、
も
は
や
意
志

的
な
行
為
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、︿
と
に
か
く
生
き
て
い
た
い
﹀
と
か
︿
と
に
か
く
生
き
て
い
て
欲
し
い
﹀
と
い
う

思
い
が
持
ち
上
が
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
際
、「
共
生
」
に
行
為
の
遂
行
を
要
求
す
る
考
え
は
（
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
で
あ

れ
）
こ
の
思
い
を
抑
制
さ
せ
る
よ
う
に
働
く
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
生
死
の
重
要
な
局
面
を
語
る
こ
と
の
で
き
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な
い
、
あ
る
い
は
語
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
よ
う
な
議
論
枠
組
み
は
、
哲
学
的
な
生
と
死
の
考
察
と
し
て
は
欠
陥
が
あ
る
と
い

う
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
に
、
存
在
論
的
に
「
生
」
の
概
念
を
形
式
化
す
る
場
合
、
意
志
的
行
為
の
遂
行
は
「
共
生
」
の
必
要
条
件

で
は
な
く
な
る
が
、
こ
の
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
生
は
「
死
へ
と
向
か
う
存
在
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
存
在
論
的
形
式
化
に
基
づ
い
て
人
間
（
現
存
在
）
の
存
在
を
規
定
し
直
す
時
、
こ
の
存
在
を
、
何
か
を
な
し

う
る
「
力
」
の
主
体
と
し
て
は
も
は
や
語
れ
な
く
な
り
、
む
し
ろ
、「
非
力
さ
」
を
引
き
受
け
る
し
か
な
い
存
在
と
し
て
規
定

し
て
い
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
。
こ
の
問
題
連
関
の
哲
学
的
な
示
唆
に
注
意
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
、
死
は
生
に
添
え
物
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
た
二
次
的
状
態
で
は
な
い
こ
と
を
力
説
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
哲
学
的
理
論
家
も
ま
た
、
他
の
多
く
の
人
々
と
同
様
に
、
意
志
的
に
行
為
す
る

︱
実
際
に
、
哲
学
書
を
書
け
る

よ
う
な

︱
能
力
を
所
有
し
て
い
る
状
態
を
モ
デ
ル
に
、「
生
き
る
」
こ
と
の
諸
相
を
論
じ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
常
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
自
立
的
に
意
志
的
活
動
を
生
の
全
面
に
渡
っ
て
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
理
想
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
人
間
の
実
情
に
即
し
て
は
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
は
、
意
志
的
な
行
為
能
力
の
享
受
と
同
じ
く
ら
い
老

い
や
病
気
へ
の
傷
つ
き
や
す
さ

0

0

0

0

0

0

（
耐
性
の
な
さ
）
を
、
自
立
的
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
く
ら
い
他
者
へ
の
依
存
性

0

0

0

0

0

0

0

を
、
人
間
と
し

て
生
き
る
こ
と
の
条
件
に
組
み
込
ん
で
思
考
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
の
に
、
た
い
て
い
は
こ
れ
を
怠
っ
て
い
る
）
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
論
で
取
り
組
む
課
題
は
以
下
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
に
「
共
生
」
の
意
味
を
存
在
論
的
に
形
式
化
し
、「
ま
だ
共
に

死
ん
で
い
な
い
こ
と
」
と
し
て
問
い
直
す
こ
と
（
第
２
節
）、
ケ
ア
の
場
面
に
即
し
て
、
行
為
能
力
を
要
請
し
な
い
「
共
生
」

の
あ
り
方
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
第
３
節
）、
Ａ
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
の
議
論
に
依
拠
し
て
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

能
力
に
一
面
的
に
依
拠
し
た
哲
学
的
思
考
に
自
己
修
正
を
求
め
、
傷
つ
き
や
す
さ
や
他
者
依
存
性
を
条
件
に
組
み
込
ん
だ
人
間

の
「
共
生
」
の
道
を
政
治
哲
学
的
に
示
す
こ
と
（
第
４
節
）。
以
上
で
あ
る
。
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２　
「
共
生
」
の
存
在
論
的
解
釈

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹃
存
在
と
時
間
﹄
は
、
現
存
在
と
名
指
さ
れ
る
人
間
の
存
在
に
、
実
存
論
的
と
呼
ば
れ
る

︱
存
在
論
的

に
中
立
化
さ
れ
た

︱
概
念
的
な
特
徴
づ
け
を
与
え
る
こ
と
を
一
つ
の
主
眼
と
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
づ
け
は
多
様
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
は
、
現
存
在
の
存
在
は
本
質
的
に
他
者
と
共
に
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
と
い
う
も
の
と
、
現
存
在
の
存
在
は
死0

へ
と
向
か
う
存
在

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
こ
で
は
着
目
し
た
い
。「
死
へ
と
向
か
う
存
在
」
と
は
、

ま
さ
に
、
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
と
い
う
未
完
了
に
よ
っ
て
現
存
在
の
存
在
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
死
に

向
か
う
存
在
で
あ
る
こ
と
と
、
本
質
的
に
他
者
と
共
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
点
の
連
関
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を

「
共
生
」
の
存
在
論
的
解
釈
の
主
題
と
し
よ
う
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
に
「
生
き
る
」
こ
と
を
「
存
在
す
る
」
と
解
す
る
時
、
生
き
る
こ
と
、
存
在
す
る
こ
と
と
は
、
存
在
し
て

い
な
い
の
で
は
ま
だ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
事
象
と
し
て
は
、
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
私
は
ま
さ
に
だ
か
ら
こ
そ
、
存
在
す
る
限
り
、
死
と
い
う
も
の
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
を
︿
経
験
﹀
し
た

時
に
は
私
は
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
死
と
は
、
他
者
の
死
に
居
合
わ
せ
る

︱
あ
る
い
は

そ
の
様
子
を
伝
聞
で
聞
く

︱
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
し
か
「
経
験
」
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

死
の
議
論
を
「
他
者
の
死
の
経
験
可
能
性
」
に
つ
い
て
の
節
（
第
四
六
節
）
を
設
け
る
こ
と
か
ら
開
始
し
、「
現
存
在
は
本
質

上
他
者
た
ち
と
共
な
る
共
同
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
死
の
経
験
と
い
う
も
の
を
獲
得
で
き
る
」（SZ

, 237

）
こ
と
を
論
じ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
他
者
の
死
の
経
験
と
は
ど
う
い
う
経
験
な
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
死
人
」
と
「
故
人
」
と
い
う
死

者
に
対
す
る
二
つ
の
名
称
か
ら
経
験
の
様
相
を
区
別
す
る
。
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「
死
人
」
と
い
う
観
念
は
、「
現
存
在
と
し
て
の
存
在
者
の
終
わ
り

0

0

0

は
、
事
物
的
存
在
者
と
し
て
の
存
在
の
始
ま
り

0

0

0

」（238

）

だ
と
い
う
理
解
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
他
者
の
死
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
死
と
は
、
現
存
在
が
死
体
と
い
う

事
物
へ
と
、
生
命
あ
っ
た
も
の
が
生
命
な
き
も
の
へ
と
急
変
す
る
こ
と
で
あ
る
。
心
臓
機
能
の
活
動
か
ら
停
止
と
い
う
移
行
も
、

こ
の
意
味
で
の
死
に
対
す
る
一
つ
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、「
死
人
」
と
い
う
観
念
だ
け
で
他
者
の
死
の
経
験
を
組
み

尽
く
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
故
人
」
と
し
て
他
者
が
現
わ
れ
る
場
合
、
他
者
は
事
物
的
存
在

者
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
死
ん
だ
後
も
な
お
、
葬
式
や
墓
参
り
と
い
っ
た
行
為
に
お
い
て
、
他
者
と
し
て
気
づ
か
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
他
者
は
「
ま
だ
（
心
の
中
で
）
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
も
無
意
味
で
は
な
い
。「
悲

し
み
と
思
い
出
の
内
で
故
人
の
も
と
に
と
ど
ま
る
時
、
遺
さ
れ
た
者
た
ち
は
、
敬
虔
な
気
持
ち
で
顧
慮
的
に
気
づ
か
う
と
い
う

様
態
を
と
っ
て
、
故
人
と
共
に
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（ibid.

）。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
意
味
で
死
者
と
の
「
共
同
存
在
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
故
人
」
は
、
同
時
に
、

現
存
在
と
し
て
は
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
「
死
人
」
で
も
あ
る
。
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
他
者
と
共
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
事
態
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、「
故
人
は
私
た
ち
の
︿
世
界

0

0

﹀

を
去
っ
て
、
こ
の
︿
世
界
﹀
を
後
に
残
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
︿
世
界
﹀
の
ほ
う
か
ら
遺
さ
れ
た
者
た
ち
は
故
人
と
な

お
も
共
に
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

」（ibid.

）。
故
人
は
、
も
は
や
現
に
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
遺
さ
れ
た
者
た
ち
は
彼
／
女
が
か

つ
て
存
在
し
て
い
た
世
界
の
内
に
残
さ
れ
て
ま
だ
存
在
し
て
い
る
。
故
人
が
か
つ
て
滞
在
し
て
い
た
場
所
、
遺
品
、
墓
な
ど
が

な
お
も
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
世
界
を
媒
介
し
て
、
も
は
や
現
に
存
在
し
て
い
な
い
他
者
と
共
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
道
具
や
事
物
に
囲
ま
れ
て
存
在
し
て
い
る
限
り
、
遺
さ
れ
た
者
は
、
死
者
の
存
在
を
過
去
に
葬
る
こ
と

が
で
き
ず
、
な
お
死
者
と
共
に
存
在
す
る
し
か
な
い
、
と
言
う
べ
き
局
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
自
分
は
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
」
と
い
う
各
自
の
理
解
は
、
こ
う
し
た
他
者
の
死
の
経
験
と
無
関
係
に
突
如
わ
き
上
が
っ
て
く

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
限
り
、
死
へ
と
向
か
う
存
在
と
他
者
と
の
共
同
存
在
は
分
離
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
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イ
デ
ガ
ー
は
こ
こ
か
ら
進
ん
で
、
問
題
的
か
つ
重
要
な
指
摘
に
進
む
。

　

故
人
が
も
は
や
現
に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
現
象
的
に
よ
り
適
切
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
と
示
さ
れ

て
く
る
の
は
、
死
者
と
の
そ
う
し
た
共
同
存
在
も
、
そ
の
故
人
が
本
来
的
に
終
わ
り
に
達
し
た
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を

経
験
し
て
い
な
い

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
は
た
し
か
に
喪
失
（Verlust

）
と
し
て
露
わ
に
な
る
が
、
し
か
し
遺
さ
れ
た
者

た
ち
が
経
験
す
る
喪
失
を
上
回
る
も
の
で
あ
る
。
喪
失
を
被
る
と
い
っ
て
も
、
死
亡
す
る
者
が
︿
被
る
﹀
存
在
喪
失
そ
の
も

の
に
は
接
近
が
拒
ま
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
真
正
な
意
味
で
は
、
他
者
た
ち
の
死
亡
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
せ
い

ぜ
い
い
つ
も
︿
か
た
わ
ら
に
﹀
居
合
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。（238– 239

）

な
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
、
遺
品
な
ど
が
残
さ
れ
た
世
界
の
ほ
う
か
ら
死
者
と
共
に
存
在
し
、
そ
の
他
者
の
死
の
経
験
に
お
い
て
、

死
の
現
象
に
接
近
し
、
馴
染
む
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
遺
品
を
前
に
し
て
故
人
の
こ
と
を
想
う
経
験
を
繰

り
返
す
中
で
、
私
た
ち
は
、
実
は
他
者
の
「
存
在
喪
失
」
に
全
く
接
近
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
経
験
す
る
。
た
し
か
に
、
そ
の

人
が
存
在
し
な
い
と
い
う
「
喪
失
」
は
遺
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
も
は
や
生
き
て
い
く
意
味
を
見
失
う
程
に
深
刻
な
事
実
で
あ
り

う
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
の
喪
失
は
、
死
者
自
身
に
と
っ
て
の
「
存
在
喪
失
」
と
は
や
は
り
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

死
者
に
と
っ
て
そ
の
喪
失
は
、
遺
さ
れ
た
者
た
ち
が
時
折
喪
失
感
か
ら
脱
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
薄
め
ら
れ
た
り
消
え
去
っ
た

り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
他
者
の
「
存
在
喪
失
」
に
対
し
て
私
は
全
く
無
力
で
あ
り
、
そ
の
喪
失
は
私
が
何
を
し
よ
う
と

取
り
戻
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
他
者
の
死
の
経
験
と
は
、
実
際
に
は
、
他
者
の
死
を
経
験
す
る
こ
と
は
で

0

0

0

0

0

0

0

0

き
な
い

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
を
露
わ
に
す
る
。
死
は
各
自
に
委
ね
ら
れ
た
、
代
理
不
可
能
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

有
名
な
主
張
は
こ
う
し
た
議
論
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

死
の
代
理
不
可
能
性
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
に
は
賛
否
両
論
が
あ
る
が
、
概
し
て
、
否
定
的
な
見
解
が
表
明
さ
れ
る
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こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、﹃
倫
理
学
﹄
に
お
い
て
、
和
辻
哲
郎
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
死
は
各
自
に
委
ね
ら
れ
た
現
象
で

あ
る
と
い
う
理
解
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
和
辻
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
死
は
本
来
誕
生

0

0

や
結
婚
と
と

も
に
人
間
の
出
来
事

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
孤
立
的
個
人
の
事
で
は
な
い
」（
和
辻 

二
〇
〇
七
ｂ
（
一
九
三
七
、
一
九
四
二
）、
九
〇
～
九
一
）

と
主
張
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
仏
教
に
お
い
て
死
が
哲
学
の
重
大
問
題
と
さ
れ
、
死
の
克
服
が
哲
学
的
実
践
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
人
々
が
死
に
つ
い
て
語
り
あ
う
の
は
、「
死
の
現
象
が
最
も
共
同
的
」（
九
一
）
だ
か
ら
で
あ
り
、「
死
は
万
人
の
参
与
し

得
る
最
も
公
共
的
な
現
象
で
あ
る
と
い
う
べ
き
」（
同
）
で
さ
え
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
人
間
の
死
に
は
、
臨
終
、
通
夜
、

葬
儀
、
墓
地
、
四
十
九
日
、
一
周
忌
等
々
が
属
し
て
い
る
が
、
彼
︹
ハ
イ
デ
ガ
ー
︺
は
こ
れ
ら
を
す
べ
て
捨
象
す
る
の
で
あ

る
」（
和
辻 

二
〇
〇
七
ａ
（
一
九
三
七
）、
三
三
三
）
と
い
う
和
辻
の
言
明
に
は
、
上
に
見
た
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
「
故
人
」
の
議

論
か
ら
す
れ
ば
疑
問
が
残
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
ら
を
単
に
「
捨
象
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
死
者
が
残
し

て
い
っ
た
世
界
の
中
で
追
憶
や
葬
式
な
ど
の
行
為
に
お
い
て
死
者
と
共
同
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
た
し
か
に
和
辻
が
問
題
視
す
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
公
共
的
行
為
に
よ
っ
て
は
全
く
接
近
で

0

0

0

0

0

き
な
い
も
の
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

他
者
の
存
在
喪
失
を
強
調
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
和
辻
は
、「
人
は
ひ
と
り
死
に
ゆ
く
の
で
は
な
く
、

﹃
葬
儀
﹄
や
﹃
墓
地
﹄、﹃
一
周
忌
﹄
と
い
っ
た
﹃
人
間
﹄
的
な
営
み
を
通
じ
て
死
者
を
悼
み
、
繰
り
返
し
思
い
返
す
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
者
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
死
に
ゆ
か
ん
と
す
る
者
に
何
ほ
ど
か
の
慰
め
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
」

（
木
村 

二
〇
〇
六
、
四
七
）
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
以
上
に
深
刻
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考

は
、
他
者
の
存
在
喪
失
が
、
こ
れ
ら
の
公
共
的
な
営
み
を
ま
っ
た
く
空
し
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
う
る
と
い
う
可
能
性
に
応
答

す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

存
在
喪
失
と
い
う
存
在
論
的
な
事
態
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
あ
え
て
と
ど
ま
っ
た
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
無
駄
で
は
な
い
。

他
者
の
死
が
も
は
や
こ
の
世
界
の
内
に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
他
者
の
存
在

0

0

0

0

0

と
は
ま
だ
こ
の
世
界
の
内
に

存
在
し
て
お
り
、
ま
だ
死
ん
で
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
共
に
世
界
の
内
に
存
在
し
て
お
り
、
た
し
か
に
、
葬
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式
や
墓
参
り
な
ど
を
行
い
、
死
に
つ
い
て

︱
現
に
、
今
こ
の
論
文
で
行
っ
て
い
る
よ
う
に

︱
互
い
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
れ
ど
も
、
死
が
特
殊
な
現
象
で
あ
る
の
は
、
存
在
し
て
い
る
私
た
ち
の
誰
一
人
と
し
て
死
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
自

分
の
経
験
と
し
て
知
っ
て
お
ら
ず
、
誰
一
人
と
し
て
死
者
か
ら
経
験
談
を
聞
い
た
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
他
者
の

死
に
お
い
て
し
か
死
の
現
象
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
は
死
の
現
象
が
各
自

に
委
ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
（
だ
け
）
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
私
自
身
、
自
ら
の
代
理
不
可
能
な
死
を

経
験
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
私
の
後
に
遺
さ
れ
た
他
者
た
ち
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
各
自
が
死
へ
と

向
か
う
存
在
で
あ
る
と
は
、
現
存
在
と
は
個
人
で
は
完
結
し
な
い
存
在
で
あ
り
、
共
同
的
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。

﹃
無
為
の
共
同
体
﹄
に
お
け
る
Ｊ
︲
Ｌ
＝
ナ
ン
シ
ー
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。

　

も
し
私0

が
自
分
は
死
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
︹
死
の
主
体
（
主
語
）
で
は
あ
り
え
な
い
︺
と
す
れ
ば
、
も
し
私0

が

自
分
の

0

0

0

死
の
中
へ
と
、
ま
さ
し
く
そ
の
自
分
に
最
も
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
誰
に
も
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
死
の
中
へ

と
、
現
に
消
滅
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私0

が
一
つ
の
主
体
と
は
別
の
何
か
だ
か
ら
で
あ
る
。「
死
へ
と
向
か
う
存

在
」
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
探
求
の
す
べ
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
以
外
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
私
は

0

0

主
体
で
は
な
い
、
私
は
主
体
で
あ
る

0

0

0

の
で
は
な
い
、
と
。（N

ancy 1990, 40

）（︹　

︺
内
の
補
足
は
引
用
者
に

よ
る
）

ナ
ン
シ
ー
の
議
論
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
よ
く
汲
み
取
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る

共
同
存
在
を
存
在
（
ま
た
は
死
）
の
分
有
に
見
定
め
、
行
為
の
共
有
に
取
り
代
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

明
確
に
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
私
た
ち
の
言
葉
で
言
え
ば
、
共
同
存
在
と
は
、
ま
だ
こ
の
世
界
の
内
に
共
に
存
在
し
て
お
り
、
ま
だ
共
に
死
ん
で
い
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な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
存
在
論
的
規
定
に
お
い
て
は
、「
共
生
」
に
と
っ
て
行
為
の
遂
行
は
必
要
で
は
な
い
。

３　

ケ
ア
の
場
面
か
ら

　

共
生
を
、
共
に
行
為
す
る
こ
と
で
は
な
く
共
に
存
在
す
る
こ
と
と
し
て
論
じ
る
こ
と
の
意
味
を
確
か
め
る
た
め
に
、
こ
こ

で
、
川
口
有
美
子
に
よ
る
﹃
逝
か
な
い
身
体

︱
Ａ
Ｌ
Ｓ
的
日
常
を
生
き
る
﹄
の
終
盤
に
現
わ
れ
る
、「
九
月
六
日
。
そ
れ
は

私
を
産
ん
だ
母
の
い
な
い
世
界
の
初
め
て
の
夜
明
け
だ
っ
た
」（
川
口 

二
〇
〇
九
、
二
五
二
）
と
い
う
一
節
に
つ
い
て
一
考
し
た

い
。
こ
の
本
は
、
著
者
の
母
親
に
Ａ
Ｌ
Ｓ
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
）
の
症
状
が
現
わ
れ
始
め
て
か
ら
、
人
工
呼
吸
器
が
付
け

ら
れ
、
主
に
著
者
と
そ
の
妹
の
ケ
ア
を
通
じ
て
生
き
続
け
、
心
臓
が
停
止
し
た
後
、
通
夜
と
告
別
式
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
状
況

を
克
明
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

「
母
の
い
な
い
世
界
の
初
め
て
の
夜
明
け
」
は
、
あ
る
日
の
深
夜
、
母
親
の
心
臓
停
止
が
確
認
さ
れ
た
後
、
出
窓
の
外
が
白
々

と
し
て
き
て
、
朝
の
到
来
が
告
げ
ら
れ
た
時
の
状
態
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
印
象
的
な
の
は
、
母
親
の
死
が
、
彼

女
が
存
在
し
な
い
世
界

0

0

0

0

0

0

0

の
到
来
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
が
後
に
残
し
て
い
っ
た
世
界
の
内
に
、
遺
さ
れ
た

者
は
（
初
め
て
）
自
ら
を
見
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
、
彼
女
は
世
界
の
内
に
遺
さ
れ
た
者
と
共
に

0

0

存
在
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
共
同
存
在
（
共
生
）
を
、
共
同
で
意
志
的
な
行
為
に
従

事
し
て
い
た
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、
死
の
前
後
で
は
、「
バ
イ
タ
ル
チ
ェ
ッ
ク
が
で
き
な
い
以
外
は

ど
こ
も
変
わ
り
は
な
い
よ
う
に
見
え
た
」（
川
口 

二
〇
〇
九
、
二
五
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
最
小
限
の
振
舞
の
遂
行
に
つ
い
て
で

さ
え
、
そ
の
有
無
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
母
の
い
な
い
世
界
の
初
め
て
の
夜
明
け
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
完

全
に
理
解
可
能
で
あ
り
、
共
に
生
き
て
い
た
他
者
が
も
は
や
存
在
し
て
い
な
い
、
他
者
が
残
し
て
い
っ
た
世
界
の
内
に
自
分
は

な
お
生
き
て
い
る
と
い
う
変
化
は
た
し
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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も
は
や
意
志
の
表
明
や
行
為
が
自
由
に
で
き
な
い
状
態
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
受
動
的
に
技
術
や
他
者
に
依
存
し
つ
つ
生
き
長
ら

え
て
い
る
状
態
に
す
ぎ
ず
、
他
者
と
「
共
に
生
き
て
い
る
」
と
い
う
状
態
に
は
値
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に

な
る
な
ら
、「
動
け
る
う
ち
に
死
ん
で
お
く
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
的
・

文
化
的
な
死
生
観
や
美
意
識
の
問
題
か
ら
は
独
立
に
、
そ
う
し
た
状
態
が
受
動
的
で
共
同
性
を
欠
い
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
に

は
し
ば
し
ば
異
議
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
西
村
ユ
ミ
に
よ
れ
ば
、「
医
学
診
断
上
の
定
義
に
お
い
て
、
植
物
状
態
患
者
は

﹃
外
的
刺
激
に
対
す
る
反
応
が
見
ら
れ
ず
、
周
囲
の
環
境
や
他
者
と
相
互
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹄
と
さ
れ
て
き
た
が
」

（
西
村 

二
〇
〇
一
、
一
四
九
）、「
実
際
に
こ
れ
ら
の
患
者
の
ケ
ア
に
携
わ
っ
て
い
る
︹
…
︺
看
護
婦
た
ち
は
、
ケ
ア
を
通
し
て
彼

ら
と
何
ら
か
の
や
り
と
り
を
経
験
し
て
い
る
」（
同
）。
そ
の
「
や
り
と
り
」
は
、
患
者
が
発
話
に
よ
る
意
思
表
明
の
可
能
性
を

奪
わ
れ
て
い
る
以
上
、
身
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
西
村
は
、
例
え
ば
、
視
線
が
合
う
、
手
の
感
触
が
残
る
、
あ
る
い
は
タ
イ
ミ

ン
グ
が
合
う
な
ど
の
形
態
を
記
述
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
身
体
的
や
り
と
り
は
、
ケ
ア
の
現
場
に
お
い
て
は
必
須
で
あ
る
が
、
患
者
と
ケ
ア
の
従
事
者
の
間
で
し
か
成
立

し
な
い
以
上
、
そ
の
信
憑
性
を
疑
う
と
い
う
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
十
全
な
意
味
で
「
共
に
生
き
て
い
る
」
と
言
え

る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
の
実
在
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
実
在
証
明
が
な
く
て
も
、
そ
の
患
者
が
共
に
世
界
の
内
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
、
も
は
や
存
在
し

て
お
ら
ず
、
患
者
が
残
し
て
い
っ
た
世
界
の
内
に
遺
さ
れ
た
者
た
ち
が
な
お
存
在
し
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
状
態
に
変
化
が
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
あ
る

（
（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
問
う
に
値
す
る
「
生
き
る
」
こ
と
の
意
味
は
、
た
だ
生
き
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
由
に
意
志
を
表
明
し
行

為
す
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
は
、
心
情
と
し
て
は
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
人
工
呼
吸
器
を
付
け
て
も
生
き
た
い
と
考
え
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
自
由
に
行
為
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
岩
真
也
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
自
ら
が
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
自
ら
の
周
り
の
も
の
を
ど
れ
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だ
け
自
由
に
動
か
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
に
非
常
に
重
き
を
置
い
た
社
会
」（
立
岩 

二
〇
〇
八
、
三
一
）
に
お
い
て
、「
次

第
次
第
に
世
界
に
対
し
て
自
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
と
い
う
も
の
が
衰
え
て
い
く
こ
と
が
、
非
常
に
大
き
な
否
定
的
な
意
味

を
も
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（
同
）
こ
と
、「
単
に
で
き
な
く
な
る
と
い
う
不
便
さ
と
か
を
超
え
た
絶
望
と
し
て
彼
ら
に
の
し
掛

か
っ
て
く
る
」（
同
）
と
い
う
実
情
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
携
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
の
衰
え
を
先
取

り
し
て
絶
望
す
る
こ
と
が
、
例
え
ば
、「
積
極
的
な
安
楽
死
を
呼
び
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
現
実
」（
同
）
は
た
し
か
に
あ
る
で

あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
「
動
け
な
く
な
る
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
い
う
考
え
は
、
こ
の
絶
望
の
反
映
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
し
、
安
楽
死
や
尊
厳
死
が
様
々
な
問
題
点
の
吟
味
な
し
に
肯
定
的
に
受
け
取
ら
れ
る
時
に
は
、
こ
の
絶
望
的
な

考
え
が
強
い
心
理
的
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
特
定
の
時
代
や

文
化
の
価
値
観
を
括
弧
に
入
れ
て
、
生
と
死
を
存
在
論
的
に
考
察
し
て
み
る
な
ら
、
行
為
能
力
の
衰
え
は
、「
共
に
生
き
る
」

と
い
う
こ
と
の
基
底
的
な
意
味
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
。

４　

他
者
依
存
性
の
政
治
哲
学

　

本
論
は
、
安
楽
死
や
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
学
の
一
般
的
議
論
の
一
部
を
な
す
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
以
下
で
は
、
立
岩
が
問
題
視
す
る
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
の
主
体
と
い
う
描
像
自
体
を
哲
学
的
に
問
い
直
し
た
い
。
と
い

う
の
も
、
実
際
、
行
為
論
や
倫
理
学
の
文
献
を
少
し
読
ん
で
み
れ
ば
す
ぐ
に
気
が
つ
く
よ
う
に
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
い
し

自
己
統
御
（self-control

）
と
い
う
概
念
は
哲
学
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
自
明
視
さ
れ
て
い
る
基
礎
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の

限
り
、
哲
学
的
な
概
念
化
が
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
に
重
き
を
置
い
て
そ
の
衰
え
に
絶
望
を
感
じ
さ
せ
る
社
会
の
一
翼
を

担
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
は
、
死
へ
と
向
か
う
存
在
と
共
同
存
在
と
い
う
現
存
在
の
二
つ
の
実
存
論
的



191 生死の存在論から他者依存性の政治哲学へ

特
徴
づ
け
に
お
い
て
、
現
存
在
の
存
在
は
個
人
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
議
論
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、

﹃
存
在
と
時
間
﹄
で
彼
は
、
現
存
在
を
、
独
力
で
全
て
を
な
し
う
る
孤
立
し
た
主
体
と
し
て
概
念
化
す
る
哲
学
者
の
習
慣
に
抵

抗
し
て
、「
最
も
固
有
な
存
在
を
決
し
て
根
底
か
ら
支
配
す
る
力
を
も
っ
て
い
な
い
」（SZ

, 284

）
と
い
う
「
非
力
さ
」
に
お
い

て
特
徴
付
け
る
こ
と
に
苦
心
し
て
い
る
。
そ
の
努
力
は
、「
そ
も
そ
も
人
は
非
力
さ
の
存
在
論
的
根
源

0

0

0

0

0

0

を
問
題
に
し
た
こ
と
が

あ
る
の
だ
ろ
う
か
」（286

）
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、
明
白
に
哲
学
的
伝
統
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
も
い

る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
非
力
さ
の
議
論
を
追
跡
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
彼
の
考
察
は
、
た
し
か
に
、「
死

へ
と
向
か
う
存
在
」
を
存
在
論
的
に
概
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
存
在
を
た
だ
ち
に
行
為
能
力
の
主
体
と
し
て
捉
え
る

こ
と
を
括
弧
に
入
れ
、
主
体
と
し
て
の
人
間
の
存
在
論
的
規
定
と
は
別
の
道
を
開
い
て
は
い
る
。
し
か
し
、
死
へ
と
向
か
う
存

在
を
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
が
次
第
に
衰
え
て
い
く
過
程
と
し
て
明
確
に
論
じ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
独

力
で
行
為
す
る
と
い
う
理
想
の
一
人
歩
き
に
留
保
を
付
け
、
病
や
障
害
へ
の
傷
つ
き
や
す
さ
（vulnerability

）
を
人
間
理
解
の

内
部
に
取
り
込
む
と
い
う
問
題
意
識
を
は
っ
き
り
と
表
明
し
て
い
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
の
議
論
を
参
照
し
た
い
。
彼
の
議
論

が
重
要
な
の
は
、
こ
の
人
間
理
解
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
他
者
へ
の
依
存
性
（dependency

）
を
、
克
服
の
対
象
と
し
て
で
は

な
く
、
共
同
世
界
の
真
正
な
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。「
世
界
の
内
で
ま
だ
共
に
死
ん
で
い
な

い
」
よ
う
な
私
た
ち
の
「
共
生
」
の
あ
り
方
に
一
つ
の
モ
デ
ル
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹃
依
存
的
な
合
理
的
動
物
（D

ependent rational anim
als

）﹄
に
お
い
て
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
西
洋
の
道
徳
哲
学
の
伝
統

の
中
で
、
人
間
の
傷
つ
き
や
す
さ
や
他
者
へ
の
依
存
性
が
議
論
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
続
け
て
き
た
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て

い
る
。
病
気
や
障
害
を
抱
え
た
人
が
道
徳
哲
学
の
本
に
現
わ
れ
る
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
道
徳
的
行
為
者
に
よ
る
「
慈

悲
の
可
能
的
対
象
」（M

acIntyre 1990, 2

）
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
こ
の
際
、
道
徳
的
行
為
者
の
ほ
う
は
、「
あ
た
か
も
常
に
合

理
的
、
健
康
的
で
、
悩
み
と
無
縁
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」（ibid.

）
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
、
能
力
の
欠
如

に
つ
い
て
考
え
る
時
、「︿
障
害
者
（disabled

）﹀
を
︿
彼
／
女
ら
﹀
と
し
て
」（ibid.
）
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
か
つ
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て
そ
う
で
あ
っ
た
自
分
、
今
も
時
に
そ
う
で
あ
る
自
分
、
あ
る
い
は
将
来
的
に
そ
う
で
あ
る
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
な
い
こ

と
に
も
慣
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
老
い
、
能
力
の
衰
え
、
心
身
の
苦
痛
、
ま
た
特
に
人
生
の
最
初
と
終
わ
り
に
お
い
て
顕
著
な

他
者
へ
の
依
存
性
な
ど
は
、
明
ら
か
に
、
特
殊
な
一
部
の
人
た
ち
の
問
題
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
一
般
的
な
問
題
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
傷
つ
き
や
す
さ
、
心
理
的
・
精
神
的
な
苦
痛
、
他
者
へ
の
依
存
性
と
い
っ
た
事
実
を
「
人
間

の
状
態
に
と
っ
て
中
心
的
な
も
の
」（4

）
と
し
て
扱
う
こ
と
に
進
も
う
と
す
る
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
原
則
的
に
、
私
た
ち
の
共
同
存
在
を
「
学
ぶ
」
と
い
う
活
動
を
中
心
に
考
え
よ
う
と
す
る
。
私
た

ち
は
、
自
ら
の
善
き
生
や
共
通
善
に
と
っ
て
、
様
々
な
こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
が
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
学
ん
で
い
な
い
こ

と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
彼
が
挙
げ
る
の
が
、
人
間
本
性
と
し
て
の
他
者
へ
の
依
存
性
で
あ
る
。
た
し
か

に
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
善
き
生
の
前
提
と
し
て
堅
固
に
存
在
し
て
い
る
限
り
、
他
者
へ
の
依
存
性
が
積
極
的
な
仕
方
で
学

ば
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
例
え
ば
、
身
体
的
・
精
神
的
な
能
力
が
完
全
に
衰
え
、
他
者
に
対
す
る
最
小
限
の
応

答
が
ほ
と
ん
ど
全
く
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
、
合
理
性
や
効
果
的
な
応
答
の
潜
在
能
力
が
不
可
逆
的
に
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

人
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
「
慈
悲
の
受
動
的
対
象
」（138

）
で
あ
っ
て
、「
そ
の
存
在
は
単
に
コ
ス
ト
に
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
に
せ
よ
他
者
に
貢
献
す
る
こ
と
は
な
い
」（ibid.

）
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
傾
向
は
、
常
識
の
中
に
も
、
道
徳
理
論
の
中

に
も
明
確
に
存
在
す
る
。
彼
／
女
ら
が
私
た
ち
に
「
教
え
る
者
」（ibid.

）
で
あ
る
わ
け
が
な
い
、
と
。
こ
れ
は
「
強
力
で
広
範

囲
に
影
響
力
の
あ
る
見
方
」（ibid.

）
で
あ
る
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
こ
う
し
た
見
方
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。　
　

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
人
た
ち
が
、「
人
が
完
全
に
私
た
ち
の
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
」（138–139

）
と
い
う
本
質
的
な
事
柄
を
私
た
ち
に
教
え
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
誰
も
が
幼
児
の
時
に
は
誰
か
の
ケ
ア

に
完
全
に
委
ね
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
誰
も
が
病
や
障
害
な
ど
に
よ
っ
て
誰
か
の
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
た
存
在
に
な
り
う
る

以
上
、
こ
の
事
柄
を
教
示
す
る
人
は
、
明
ら
か
に
、
私
た
ち
の
共
同
的
な
善
に
貢
献
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
教
示
は
、

健
康
な
人
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
以
上
、
完
全
に
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
人
に
は
、
教
え
る
者
と
し
て
の
固
有
な
位
置
づ
け
が
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与
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
う
し
た
教
示
か
ら
学
ば
れ
る
事
柄
を
二
つ
に
大
別
し
、
そ
の
一
つ
を
、「
生

命
を
維
持
し
、
苦
痛
を
軽
減
す
る
、
身
体
的
、
場
合
に
よ
っ
て
は
精
神
的
な
ケ
ア
を
実
際
に
提
供
す
る
こ
と
」（139

）
な
ど
、

ケ
ア
の
活
動
へ
の
習
熟
と
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
ケ
ア
の
従
事
者
が
し
ば
し
ば
報
告
す
る
よ
う
に
、
ケ
ア
の
習
熟
に
際
し
て
は
、
さ
ら
に
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
が

別
の
箇
所
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
十
全
な
自
己
知
識
の
欠
如
」（134

）
を
め
ぐ
る
学
び
の
こ
と
も
含
め
て
考
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。
例
え
ば
、
川
口
は
、「
Ａ
Ｌ
Ｓ
で
寝
た
き
り
に
な
る
と
、「
以
前
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
道
端
の
花
も
、
自
分
の
腕

に
と
ま
っ
た
蚊
で
さ
え
愛
お
し
い
」
と
か
「
生
き
て
い
て
ナ
ン
ボ
」
な
ど
と
言
え
る
よ
う
に
な
る
。
命
と
い
う
命
が
尊
く
な
る
。

︹
…
︺
こ
れ
は
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
素
敵
な
考
え
方
な
の
に
、
能
力
主
義
に
溺
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
な
い
」（
川
口 

二
〇
〇
九
、
六
六
～
六
七
）
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
で
用
い
て
い
る
言
葉
で
言
え
ば
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
の
理
想
化
で

あ
る
「
能
力
主
義
」
に
「
溺
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
自
己
知
識
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
も
の
と
し
て
問

題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
己
知
識
の
欠
如
の
学
び
に
際
し
て
、
能
力
主
義
を
体
現
し
て
い
る
人
は
教
え
る

者
で
は
な
く
、
他
人
の
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
た
人
が
最
も
多
く
を
教
示
す
る
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
が
挙
げ
て
い
る
、
他
者
の
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
た
人
が
教
え
る
も
う
一
つ
の
事
柄
は
、「
自
分
の
権
利
の

た
め
に
語
る
（speak for them

selves

）
能
力
の
な
い
人
た
ち
の
代
理
人
の
役
割
」（M

acIntyre 1990, 139

）
と
い
う
、
よ
り
政
治

的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
代
筆
で
の
選
挙
投
票
を
認
め
る
か
、
裁
判
で
の
代
理
発
言
を
認
め
る
か
な
ど
と
い
っ
た
問
題
が

あ
る
。
代
理
人
を
要
す
る
人
が
言
語
的
な
意
志
表
明
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
私
た
ち
が
「
代
理
人
」
と
い
う
概
念

に
つ
い
て
学
び
う
る
事
柄
の
一
つ
に
、
代
理
人
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
人
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
人
に
限

ら
れ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「︹
代
理
人
に
な
る
︺
人
は
、
一
般
に
、
私
が
過
去
に
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
で
ど
の
よ
う
に
自
分
に

と
っ
て
の
善
（m

y good

）
に
つ
い
て
判
断
し
て
き
た
か
、
私
が
そ
の
判
断
を
支
持
す
る
時
の
理
由
付
け
が
ど
う
い
う
も
の
で

あ
っ
た
か
を
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」（ibid.

）。
そ
の
よ
う
な
人
だ
け
が
代
理
人
と
し
て
、
あ
た
か
も
当
人
が
す
る
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か
の
よ
う
に
、
そ
の
人
の
権
利
の
た
め
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
代
理
人
の
関
係

は
、「
す
で
に
存
在
し
て
い
た
友
愛
（friendship

）
の
関
係
」（ibid.

）
に
基
づ
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

代
理
人
は
「
友
愛
」
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
は
、
政
治
的
善
に
関
し
て
重
要
な
こ
と
を
教
示

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
友
愛
に
基
づ
い
た
関
係
は
「
保
護
者
と
幼
児
の
関
係
」（ibid.

）
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
を
教
え
る
点
に

お
い
て
で
あ
る
。
幼
児
も
ま
た
完
全
に
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
た
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
保
護
者
に
幼
児
の
代
理
人
の
役
割
を
求

め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
幼
児
が
或
る
状
況
で
ど
う
い
う
判
断
を
下
す
は
ず
か
を
保
護
者
に
聞
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
子
供
が
ど
う
い
う
判
断
を
す
る
か
は
、
重
要
な
部
分
に
お
い
て
保
護
者
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
子
供
を
育
て
た
か

に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
り
、
保
護
者
が
す
べ
き
な
の
は
子
供
の
善
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
判
断
を
下
す
こ
と
以
外
に
は
な
い
。

と
す
る
と
、
重
要
な
こ
と
に
、
病
や
障
害
に
よ
っ
て
完
全
に
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
た
人
は
、
ケ
ア
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
幼
児
と
共
通
す
る
と
は
言
え
、
そ
の
発
言
に
、
幼
児
の
そ
れ
と
同
じ
位
置
づ
け
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
代
理
人
を
通
じ
て
の
発
言
が
、
保
護
者
に
よ
る
幼
児
の
代
弁
と

は
異
な
り
、「
自
立
し
た
政
治
的
論
者
」（140
）
に
よ
る
、
共
同
体
に
つ
い
て
の
共
有
さ
れ
た
熟
慮
に
貢
献
す
る
も
の
と
な
る

よ
う
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
か
ら
す
る
と
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
代
筆
で
の
投
票
や
裁
判
で

の
代
理
発
言
を
可
能
な
限
り
追
求
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
こ
の
追
求
を
し
な
い
こ
と
は
、
代
理
人
の
役
割
に
つ
い
て
私
た

ち
が
十
分
学
ん
で
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
考
え
て
い
る
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
は
、
自
ら
が
例
示
し
て
い
る
「
合
理
性
や
効
果
的
な
応
答
の
潜
在
能
力
が
不
可
逆
的
に
妨

げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
」（138

）
を
「
ロ
ッ
ク
的
な
人
格
の
地
位
を
達
成
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
も
は
や
達
成
し
て
い
な
い

人
」（ibid.

）
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
史
的
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
。「
ロ
ッ
ク
的
な
人
格
」
と
は
、
ロ
ッ

ク
﹃
人
間
知
性
論
﹄（
第
二
巻
第
二
七
章
第
二
六
節
）
の
有
名
な
規
定
に
よ
れ
ば
、「
意
識
に
よ
っ
て
の
み
、
現
在
の
存
在
を
超

え
て
過
去
の
も
の
へ
と
自
己
を
拡
張
す
る
」（Locke 2008 (1690), 218

）
存
在
者
で
あ
り
、
過
去
の
行
為
の
当
事
者
と
し
て
責
任
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を
帰
属
で
き
る
人
格
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
人
格
概
念
に
お
い
て
は
、
意
識
の
み
に
よ
っ
て
過
去
の
自
己
と
現
在

の
自
己
が
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
決
定
的
な
た
め
、
例
え
ば
、
重
要
な
記
憶
を
奪
わ
れ
た
認
知
症
を
被
っ
た
人
に
は
人
格
の
地

位
は
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（Fulford et al, 2006, 769

）。

　

こ
う
し
た
ロ
ッ
ク
的
人
格
に
対
し
て
は
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
Ｒ
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
代
案
が
あ
る
。
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
は
、

も
し
自
分
が
認
知
症
に
な
る
と
考
え
た
時
に
、
生
き
続
け
た
い
と
思
う
と
述
べ
、
生
き
続
け
た
い
と
思
う
こ
と
と
原
初
的
な
経

験
的
喜
び
の
能
力
が
あ
る
こ
と
で
、
人
格
で
あ
る
こ
と
に
は
十
分
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（D

w
orkin 1993, 230–231

）。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
場
合
、
生
き
続
け
た
い
と
思
う
こ
と
と
原
初
的
な
経
験
的
喜
び
を
も
つ
存
在
者
は
「
人
格
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
問
題
は
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
奪
わ
れ
て
も
こ
の
よ
う
な
人
格
が
い
か
に
し
て
行
為
者
で
あ
り
発
言
者
で

あ
り
う
る
か
、
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
ロ
ッ
ク
的
な
帰
責
可
能
性
と
は
別
の
可
能
性
か
ら
そ
の
行
為
者
性
格
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
傷
つ
き
や
す
さ
と
他
者
へ
の
依
存
性
を
人
間
の
条
件
に
組
み
込
み
、
ま
た
、「
ロ
ッ
ク
的
な
人
格
の
地
位
を
達
成

し
て
い
な
い
人
」
を
「
教
え
る
者
」
や
「
自
立
し
た
政
治
的
論
者
」
と
し
て
共
同
体
の
内
に
位
置
づ
け
直
す
マ
ッ
キ
ン
タ
イ

ヤ
ー
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
人
た
ち
の
「
人
格
」
と
し
て
の
地
位
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
方
途
を
示
す
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
行
為
者
や
発
言
者
で
あ
る
こ
と
の
唯
一
的
な
基
準
と
す
る
の
に
対
し
て
他
者
へ
の
依
存
性
を

積
極
的
に
議
論
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
自
己
や
人
格
の
外
延
は
縮
小
す
る
の
で
は
な
く
拡
大
す
る
。
こ
う
し
た
試
み
を
、
哲
学

的
理
論
が
排
除
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
の
世
界
の
住
民
た
ち
と
の
「
共
生
」
の
道
を
示
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

＊

　

本
論
で
は
、
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
形
式
化
な
い
し
中
立
化
の
方
法
に
な
ら
っ
て
、
行
為
遂
行
を
必
要
と
し
な
い

「
共
生
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
こ
の
形
式
的
な
意
味
規
定
が
重
要
に
な
る
局
面
を
ケ
ア
の
場
面
に
即
し
て
示
し
た
。

そ
の
上
で
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
を
中
心
と
し
て
概
念
化
さ
れ
、
そ
の
能
力
の
衰
え
に
絶
望
を
感
じ
さ
せ
る
人
間
観
の
一
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面
性
を
修
正
す
る
べ
く
、
傷
つ
き
や
す
さ
や
他
者
へ
の
依
存
性
を
条
件
と
し
て
組
み
込
ん
だ
人
間
理
解
と
共
生
の
た
め
の
道
を

示
唆
し
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
の
論
考
を
、
本
「
門
脇
俊
介
記
念
論
集
」
の
一
部
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
の
理
由
を
記
し
て
お

き
た
い
。
本
論
を
構
成
す
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ケ
ア
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
と
い
う
諸
要
素
は
私
と
門
脇
先
生
と
の
関
係
の
中

で
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
私
は
、
門
脇
先
生
が
闘
病
中
に
ご
自
宅
で
開
い
て
い
た
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
読
書
会
に
出
席
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
、

私
た
ち
は
、
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
死
」
の
議
論
を
読
ん
で
い
た
。
門
脇
先
生
は
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
能
力
が
次
第

に
衰
え
て
い
く
渦
中
に
あ
り
、
こ
の
死
の
議
論
を
明
ら
か
に
自
ら
の
境
遇
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
読
ん
で
い
た
。
そ
の
ゼ
ミ

に
出
席
す
る
中
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
死
の
議
論
と
ケ
ア
の
問
題
が
私
の
中
で
一
体
化
し
て
い
く
の
に
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
門
脇
先
生
は
、
ゼ
ミ
の
前
に
新
刊
図
書
や
目
下
関
心
の
あ
る
書
籍
を
紹
介
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
の
一
つ
が

本
論
で
扱
っ
た
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
の
著
書
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
先
生
は
こ
の
著
作
を
念
入
り
に
読
む
時
間
を
つ
い
に
も
た

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
、
す
ぐ
に
こ
の
書
籍
を
注
文
し
、
目
を
通
し
た
後
、
先
生
が
こ
の
書
籍
を
紹
介
し
た
こ
と
の

意
味
を
ず
っ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
二
月
に
先
生
は
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
私
は
そ
の
す
ぐ
後
、
二
〇
一
〇

年
三
月
に
先
生
が
そ
の
設
立
に
尽
力
さ
れ
た
東
京
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
共
生
の
た
め
の
国
際
哲
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）」
に
特
任
研
究
員
と
し
て
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
で
私
は
ま
ず
、
門
脇
先
生
の
追
悼
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、
そ
れ
を
二
〇
一
〇
年
七
月
三
〇
日
に
行
っ
た
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
そ
の
時
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
元

に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
論
考
を
寄
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
私
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ケ
ア
、
マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ヤ
ー
を
連
続
的
に
論
じ
る
以
外
の
可
能
性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



197 生死の存在論から他者依存性の政治哲学へ

註（
1
）「
存
在
論
的
中
立
化
」
は
、
門
脇
俊
介
が
﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
方
法
的
手
続
き
を
名
指
す
時
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
（
門
脇 

二
〇
一
〇
、
八
）。

（
2
）
川
口
は
、
言
語
的
・
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
区
別
し
て
「
存
在
の
対
話
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
か
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

（
二
〇
一
〇
年
八
月
一
二
日
に
、
筆
者
が
所
属
す
る
東
京
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
共
生
の
た
め
の
国
際
哲
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
」（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）「
科
学

技
術
と
社
会
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
主
催
で
行
わ
れ
た
研
究
会
「
重
度
重
複
障
害
児
・
者
、
Ａ
Ｌ
Ｓ
療
養
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
お
い
て
）。
こ
の
点

は
、
ナ
ン
シ
ー
が
、
行
為
で
は
な
い
存
在
の
共
同
性
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
こ
と
と
何
ら
か
の
親
近
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
本
論
で
は
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
3
）
度
外
視
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
問
題
と
し
て
は
、（
１
）
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
が
衰
え
る
こ
と
が
生
き
る
価
値
が
な
い
こ
と
と
解
さ
れ
る
場
合
、
病
や
障

害
の
あ
る
人
は
生
き
る
価
値
が
な
い
と
い
う
問
題
的
な
考
え
が
導
か
れ
か
ね
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
考
え
と
の
親
近
性
が
見
ら
れ

る
こ
と
、（
２
）
延
命
す
る
か
否
か
を
自
分
で
決
め
る
と
言
っ
て
も
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
能
力
の
衰
え
が
絶
望
を
与
え
る
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、
延
命

を
拒
否
す
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
実
際
に
は
自
己
決
定
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
的
に
促
さ
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。［
立
岩 

二
〇

〇
八
］
は
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
諸
問
題
点
を
幅
広
く
指
摘
し
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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