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Ｂ
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題
と

｢

連
合｣

の
概
念

所
有
の
問
題

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
と
っ
て
所
有
と
は
何
か
。｢

唯
一
者｣

が
導
出
さ
れ
た
の

で
、
今
や
そ
の
根
本
的
規
定
と
意
義
が
問
題
に
な
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
見

解
に
よ
れ
ば
、｢

唯
一
者｣

は
所
有
に
よ
っ
て
根
本
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
所
有

(E
igentum

)

は

｢

人
間
に
固
有
な
る
も
の
、
人
間
の
所
有
、
人
間

的
な
る
も
の(

１)｣

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、｢

私
の
自
己
固

有
な
る
も
の(m

ein
eigen)

(

２)｣

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『

唯
一
者
と
そ
の
所
有』

の
第
二
部

｢

自
我｣

の
中
心
的
課
題
は
所
有
論
で
あ

り
、
そ
の
所
有
の
実
現
論
で
も
あ
る
。｢

市
民
社
会｣

(

政
治
的
自
由
主
義)

の

所
有
、｢

共
産
主
義｣

(

社
会
的
自
由
主
義)

の
所
有
、｢

人
間
的
社
会｣

(

人
間

的
自
由
主
義)

の
所
有
が
批
判
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
批
判
の
帰
結
と
し
て
、
唯
一

者
の

｢

連
合｣

の
概
念
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
所
有
の
規
定
を
見
て
み
よ
う
。
所
有

(

物)

は

所
有
者
に
従
属
す
る
。
一
般
に
所
有
は
、
私
が
任
意
に
処
理
・
管
理
し
う
る
も

の
に
対
す
る
無
限
定
の
支
配
と
表
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
占
有
が
法
律
に
よ
っ
て

保
証
さ
れ
て
、
そ
れ
は
所
有
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー

は

｢

所
有
と
は
私
の
も
の

(M
einige)

で
あ
る(

３)｣

と
規
定
す
る
。
私
の
所
有

は

｢

私
の
力

(m
eine

G
ew

alt)｣

に
基
づ
く
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
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二

｢

私
の
力｣

は
私
の
所
有
で
あ
り
、
私
に
所
有
を
与
え
る
。｢

私
の
力｣

は
私
自

身
で
あ
り
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
私
は
私
の
所
有
で
あ
る(

４)

。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ

テ
ィ
ル
ナ
ー
の
所
有
の
規
定
は

｢

私
の
自
己
固
有
な
る
も
の｣

と
し
て
の

｢

私

の
力｣
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
私
の
所
有
と
は
私
の
力

の
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
所
有
の
権
利
と
は
、

私
の
力
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
に
対
し
て

｢

私
自
身
に
所
有
者
の
権
力
を
、

全
権
を
、
権
能
を
授
与
す
る
こ
と(

５)｣

で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
こ
の

｢

私
の
自
己
固
有
な
る
も
の｣
と
し
て
の
所
有
を

｢

自
我
の
所
有｣

、｢

個
人
の

所
有｣

と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
所
有
の
論
理
は
、
も
ち
ろ
ん
、
私＝

自
我
、｢

個
人｣

で
あ
る

｢

唯
一
者｣

、
つ
ま
り
私
の

｢

特
性｣

に
よ
る
私
の
自
我
と
し
て
の
唯
一
性
を
示

す

｢

唯
一
者｣

の
上
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
論
理
は
対
象

が
自
我
を
制
約
す
る
の
で
は
な
く
、
自
我
が
対
象
を
創
造
す
る
と
い
う
、
自
我

の
哲
学
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

｢

所
有
と
は
私
の
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
所
有
の
根
本
規
定
は
、
自
己
意
識

に
基
づ
く
自
我
の
力
に
よ
る
獲
得
を
指
し
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
の
所
有
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
少
し
長
く
な
る
が
、
次
の

文
章
を
引
用
す
る
。

｢

人
は
自
己
固
有
的
な
る
も
の

(E
igenes)

を
も
ち
、
私
は
こ
の
自
己
固
有
的

な
る
も
の
を
承
認
し
、
神
聖
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
固

有
的
な
る
も
の
は
、
一
部
は
外
面
的
所
有
、
一
部
は
内
面
的
所
有
に
お
い
て
成

り
立
っ
て
い
る
。
前
者
は
事
物
で
あ
り
、
後
者
は
も
ろ
も
ろ
の
精
神
性
、
思
想
、

確
信
、
高
貴
な
感
情
、
等
々
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
私
は
い
つ
で
も
、
た
だ
合
法

的
な
所
有
も
し
く
は
人
間
的
な
所
有
だ
け
を
尊
敬
す
べ
し
と
さ
れ
る
。
不
法
な

所
有
あ
る
い
は
非
人
間
的
所
有
を
私
は
尊
敬
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

人
間
に
現
実
的
に
自
己
固
有
的
な
も
の
の
み
が
、
人
間
の
所
有
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
種
の
内
面
的
所
有
に
は
、
た
と
え
ば
宗
教
が
あ
る
。
宗
教
は
自
由
で
あ
り
、

つ
ま
り
人
間
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
私
は
こ
れ
に
手
を

触
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。
同
じ
く
、
内
面
的
所
有
の
ひ

と
つ
に
、
名
誉
が
あ
る
。
名
誉
も
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
も
私
に
は
触
れ
る
こ
と

を
許
さ
れ
な
い
。
宗
教
と
名
誉
と
は
、『

精
神
的
所
有』

で
あ
る
。
物
的
所
有

の
中
で
も
最
上
位
に
立
つ
の
は
私
の
人
格
で
あ
る
。
私
の
人
格
は
私
の
第
一
の

所
有
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
そ
、
人
格
の
自
由
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
自

由
で
あ
る
の
は
、
合
法
的
な
ま
た
は
人
間
的
な
人
格
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
他

の
人
格
は
拘
禁
さ
れ
る
。(６)｣

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は

｢

私
の
自
己
固
有
な
も
の｣

と
し
て
の
所
有
を
、
物
的

な
も
の
と
精
神
的
な
も
の
と
に
区
分
し
て
い
る
。
人
格
は
物
的
所
有
の
系
列
に

属
し
、
最
上
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
事
物
と
比
較
し
て
、
私
の

人
格
が
私
の
第
一
の
所
有
で
あ
る
、
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
格
の
自
由
は
市

民
社
会

(

政
治
的
自
由
主
義)

に
お
い
て
す
で
に
論
及
さ
れ
、
人
格
が
他
の
諸

人
格
の
支
配
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
人
格
の
自
由
と
は
市
民
の

自
由
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
非
人
格
的
な
支
配
者

で
あ
る
法
律
、
国
家
か
ら
自
由
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
他
の
人
格
の
支
配
か
ら

の
自
由
と
人
格
の
自
由
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
完
全
に
自
由
な
自
己
規
定
と
し
て

の

｢

個
人
の
自
由｣

と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
、
と
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
主
張
し

た
。
人
格
の
自
由
は
市
民
社
会
に
お
い
て
は
経
済
的
な
自
由
競
争
と
し
て
主
要

『
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三

な
現
実
形
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
現
実
の
市
民
社
会
に
お
け
る
所
有
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
市
民
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
市
民
の
各
人
は
な
に
が
し
か

の
所
有

(
財
産)

を
所
持
す
る
こ
と
が
大
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
市
民

の
所
有
は
、
私
は
汝
の
所
有
を
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
よ
う

に
、｢

神
聖
な
所
有｣
と
し
て
相
互
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

市
民
の
所
有
は
、
地
役
権
の
買
い
取
り
、
大
所
有

(

者)

に
よ
る
小
所
持

(

者)

の
併
合
、｢

自
由
の
民｣
の
日
雇
い
人
夫
へ
の
転
落
な
ど
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
現
象
は
人
格
の
自
由
に
基
づ
く
所
有
の
正
当
な
結
果
と
は

言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
所
有
は

｢

共
産
主
義
者
や
プ
ル
ー
ド
ン
の

攻
撃
に
値
す
る(

７)｣

内
容
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
シ
ュ
テ
ィ
ル

ナ
ー
は
、
市
民
の
所
有
が
維
持
さ
れ
え
ず
、
破
綻
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。シ

ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
市
民
の
所
有
の
根
本
的
問
題
を
提
起
す
る
。｢

市
民
階

級
の
意
味
に
即
し
て
言
え
ば
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
、
占
有
者
も
し
く
は

『

所
有

者』

で
あ
る
。
し
か
る
に
大
方
の
者
は
無
に
等
し
い
も
の
し
か
も
た
な
い
と
い

う
の
は
、
何
に
由
来
す
る
の
か
。(８)｣

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
市
民
社
会
に
お
け

る
競
争
と
平
等
の
関
係
の
中
に
市
民
の
所
有
の
問
題
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

｢

競
争
は
、
市
民
性
の
原
理
と
緊
密
に
結
び
つ
い
た
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
競

争
は
平
等
以
外
の
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
。(９)｣

｢

原
理
的
あ
る
い
は
理
論
的
な
形

で
、
万
人
の
平
等
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
ま
さ
に
競
争
に
お

い
て
、
そ
の
現
実
化
と
実
際
的
実
行
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

平
等
と
は
ー
自
由
な
競
争
で
あ
る
か
ら
だ
。
万
人
は
国
家
の
前
で
は
ー
単
な
る

個
人
た
ち
で
あ
り
、
社
会
の
中
も
し
く
は
相
互
の
関
係
で
は
ー
競
争
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。(

10)｣

こ
の
場
合
に
、
国
家
は
諸
個
人
に
競
争
す
る
こ
と
を

｢

許
可
す
る｣

の
で
あ
り
、
表
面
的
に
は
放
任
す
る
態
度
を
示
す
の
で
あ
る
。

だ
が
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
の
態
度
は

偽
善
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
公
民
と
し
て
の
平
等
が
実
質
的
に
は
不
平
等
で

あ
り
、
し
か
も
こ
の
不
平
等
の
支
配
力
が
国
家
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
競
争
の

諸
手
段
は
決
し
て
平
等
で
は
な
い
。
競
争
の
諸
手
段
を
欠
い
た
人
格
は
真
の
自

由
競
争
者
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
先
ず
、
こ
の
競
争
の
諸
手
段
は
貨
幣
、

土
地
、
工
場
等
の
物
的
諸
手
段
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
と
ど
ま
ら

ず
、
競
争
は
学
問
に
お
け
る
競
争
を
も
意
味
し
、
競
争
の
諸
手
段
の
中
に

｢

資

格｣

と
い
う
教
育
手
段
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
資
格
が
な
け
れ
ば
、
学
問
の

競
争
者
と
し
て
の
機
会
も
得
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
よ
う
な
競
争
諸
手
段
の
不
平
等
な
状
態
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
子
供
が

初
め
て
ズ
ボ
ン
や
銅
貨
を
も
ら
っ
た
時
に
大
喜
び
す
る
よ
う
に
、
大
方
の
者
は

な
に
も
の
か
の
占
有
者
と
な
る
こ
と
で
有
頂
天
に
な
っ
て
し
ま
う
点
に
あ
る
、

と
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。

国
家
は
、
或
る
者
が
富
み
、
他
の
者
が
貧
乏
に
な
る
と
き
、
諸
個
人
相
互
の

こ
と
に
無
関
心
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
国
家
の
放
任
的
な
態
度

に
は
限
界
が
あ
る
。
国
家
は
、
そ
の
富
の
分
け
前
を
国
民
に
与
え
る
と
き
、
諸

個
人
に
対
し
て
重
大
な
利
害
関
心
を
示
す
。｢

国
家
が
そ
の
者
ら
に
分
封
す
る

財
産
に
よ
っ
て
、
国
家
は
彼
ら
を
飼
い
な
ら
す
の
だ
。
だ
が
そ
れ
が
依
然
と
し

て
国
家
の
所
有
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
各
人
は
、
そ
の
者
が
そ
の

内
に
国
家
の
自
我
を
有
し
て
い
る
限
り
で
、
あ
る
い
は

『

社
会
の
忠
誠
な
一
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で
あ
る
限
り
で
だ
け
、
単
に
そ
の
も
の
の
用
益
権
を
も
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
だ
。
こ
れ
に
反
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
財
産
は
没
収
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
刑

事
裁
判
な
ど
に
か
け
ら
れ
て
水
泡
に
帰
し
て
し
ま
う
の
だ
。(

11)｣

諸
個
人
が
よ

き
市
民
ま
た
は
国
民
、
す
な
わ
ち
国
家
に
従
属
す
る
自
我
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、

国
家
は
諸
個
人
に
与
え
た
も
の
を
決
し
て
没
収
し
は
し
な
い
。
し
か
し
、
労
働

者
が
生
活
の
安
定
を
求
め
て
よ
り
高
い
賃
金
を
要
求
し
、｢

強
要｣

す
れ
ば
、

国
家
は
自
ら
の
存
立
の
危
険
を
感
じ
て
、
自
立
し
た
自
我
の
活
動
を
決
し
て
許

し
は
し
な
い
。
同
じ
こ
と
は
私
の
精
神
的
活
動
に
お
い
て
も
言
え
る
。
す
な
わ

ち
、
私
の
思
想
は
国
家
に
従
属
す
る
思
想
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
十
全
な

自
由
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
市
民
社
会
の
所
有
を
規
定
し
、
そ
れ
と｢

個
人
の
所
有｣

お
よ
び

｢

私
的
所
有｣

と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。｢

国
家
の
内

で
は
、
個
人
の
所
有
は
一
切
存
在
せ
ず
、
た
だ
あ
る
の
は
国
家
の
所
有
だ
け
な

の
だ
。
た
だ
国
家
に
よ
っ
て
の
み
、
私
が
私
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
た
だ
国
家
に
よ
っ
て
の
み
、
私
の
有
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

私
は
所
有
す
る
の
だ
。
私
の
私
的
所
有
と
は
、
国
家
が
、
国
家
の
他
の
成
員
か

ら
削
っ
た

(

召
し
上
げ
た)

上
で
、
国
家
所
有
の
中
か
ら
私
に
依
託
す
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
私
的
所
有
と
は
つ
ま
り
、
国
家
の
所
有
で
あ

る
の
だ
。(

12)｣

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
市
民
社
会
の
所
有
を
国
家
の
所
有
と
規
定

し
て
い
る
。
個
人
の
所
有
は
、
根
底
的
に
は
国
家
に
よ
っ
て
許
可
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
私
的
所
有
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
ら
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
は
先

ず
、
市
民
社
会
の
所
有
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
国
家
に
支

配
さ
れ
た
個
人
の
所
有
で
あ
り
、
不
平
等
な
所
有
を
基
本
的
な
在
り
方
と
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
個
人
の
所
有
の
規
定
は
、
国
家
の

支
配
を
否
定
す
る
、
〝
無
条
件
的
な
〞
自
我
に
基
づ
く
個
人
の
所
有
で
あ
り
、

国
家
の
支
配
を
前
提
と
す
る
個
人
の
所
有
で
あ
る
私
的
所
有
か
ら
区
別
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
家
の
恩
恵
に
あ
ず
か
ら
ず
、
競
争
の
手
段
に
欠
け
た
労
働
者
に
対
し
て
、

｢

共
産
主
義｣

(

社
会
的
自
由
主
義)

は
国
家
へ
の
反
乱
、
革
命
を
呼
び
か
け
る
。

市
民
的
国
家
を
専
制
主
義
と
み
て
、
こ
れ
に
反
対
す
る

｢

共
産
主
義｣

は
正
当

な
行
為
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

｢

共
産
主
義｣

は
決
し
て
国
家
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、｢

共
産
主
義
は
た
え

ず
あ
れ
ほ
ど
に
も

『

国
家』

を
攻
撃
し
な
が
ら
、
そ
れ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は

同
じ
く
、
一
つ
の
国
家

(status)

で
あ
り
、
私
の
自
由
な
運
動
を
阻
む
状
態
、

つ
ま
り
私
に
対
す
る
君
臨
で
あ
る
の
だ
。(

13)｣

し
か
も
、
こ
の
国
家
は
、
無
所

有
の
完
成
と
し
て
全
て
の
個
人
の
所
有
を
廃
止
す
る
た
め
に
、
全
権
力
を
集
中

す
る
恐
る
べ
き
国
家
に
な
る
と
さ
れ
る
。

｢

社
会
的
自
由
主
義｣

の
も
と
で

｢

共
産
主
義
的
国
家｣

を
支
え
る
の
は
、

労
働
者
の
物
質
的
労
働
と
労
働
が
天
職
で
あ
る
と
い
う

｢

信
仰｣

で
あ
る
。

｢

共
産
主
義
者｣

は
競
争
の
手
段
の
不
平
等
に
反
対
し
て
、
万
人
の
た
め
の
手

段
を
要
求
す
る
。｢

君
の
貨
幣
価
値
を
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
君
の
資
産
・
資
力

(V
erm

oegen)

と
は
認
め
な
い
。
君
は
他
の
資
産
・
資
力
、
す
な
わ
ち
君
の
労

働
力
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。(

14)｣
｢

共
産
主
義｣

が
す
べ
て
の
人
を
労
働
者

に
還
元
す
る
の
は
、
労
働
が
唯
一
の

｢

資
力｣

で
あ
る
と
見
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
を
労
働
者
と
見
る
こ
と
は
、｢

所
持
者｣

(Inhaber)

と
し
て
の
人
間
の
尊
敬
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
国
家
に
よ
る
、
ま
た
は
相
続

『

ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー』

の
研
究

(

三)



五

に
よ
る
所
持
を
排
し
て
、
労
働
を
唯
一
の

｢

資
力｣

と
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
唯
一
の

｢

資
力｣

で
あ
る
労
働
力
に
よ
っ
て
、
労
働
者
で
あ
る
こ
と
の
尊

厳
が
相
互
の
た
め
の
労
働
と
し
て
、
賃
金
の
平
等
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、｢
ル
ン
ペ
ン
社
会
の
原
則
で
あ
る
分
配
が
生
ず
る
。(

15)｣
｢

共
産
主
義｣

は
ま
た
、
競
争
制
度
の
も
と
で
よ
り
も
時
間
と
労
力
を
よ
り
節
約
す
る
た
め
に
、

あ
る
い
は
一
般
的
人
間
的
労
働
は
辛
苦
に
値
し
な
い
と
い
う

｢

信
仰｣

を
普
及

さ
せ
る
た
め
に
、
物
質
的
労
働
と
し
て
の

｢

労
働
の
組
織｣

を
考
え
る
。

｢

各
人
は
占
有
者

(｢

所
有
者｣)

で
あ
る
、
と
の
市
民
階
級
の
原
則
を
、
共

産
主
義
は
、
一
つ
の
覆
し
え
ぬ
真
理
と
し
、
こ
の
と
き
獲
得
を
め
ぐ
る
不
安
は

終
わ
り
各
人
は
己
れ
の
必
要
と
す
る
も
の
を
自
ず
か
ら
も
つ
、
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
、
一
つ
の
現
実
と
化
す
る
の
だ
。
自
ら
の
労
働
力
に
お
い
て
、
各
人
は

己
れ
の
資
産

(

能
力)

を
有
し
、
こ
の
者
が
何
ら
そ
れ
を
使
用
し
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
こ
の
者
の
責
め
で
あ
る
。
取
り
あ
い
も
追
い
か
け
っ
こ
も
終
わ
り
、
ど

ん
な
競
争
も
、
今
日
往
々
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
何
ら
の
成
果
も
な
い
と
い
う

こ
と
は
も
は
や
な
く
な
る
。(

16)｣

こ
の

｢

労
働
の
組
織｣

に
対
応
し
て
、｢

共
産
主
義｣

は
新
し
い
支
払
い
手

段
と
し
て
の
労
働
力
、｢

資
力｣

を
考
え
出
す
。
し
か
し

｢

共
産
主
義｣
の
賃

金
平
等
の
主
張
は

｢

各
人
は
そ
の
能
力
に
し
た
が
っ
て｣

と
い
う
命
題
と
結
び

つ
く
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
ル
ン
ペ
ン
社
会
の
原
則
で
あ
る

｢

平
等
の
分
配
に
し

た
が
う
な
ら
ば
、
強
者
は
弱
者
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
る
。(

17)｣

と
言
う
。｢

平
等

の
分
配｣

と
い
う
主
張
を
、
彼
は
弱
者
の
た
め
の
理
論
と
考
え
、｢

各
人
は
そ

の
能
力
に
し
た
が
っ
て｣

と
い
う
命
題
と
背
理
す
る
と
見
る
。
た
と
え

｢

各
人

は
能
力
に
し
た
が
っ
て｣

が
考
慮
さ
れ
た
に
し
て
も
、
所
有
の
主
体
が｢

社
会｣

(

国
家)

に
あ
る

｢

共
産
主
義｣

は
、｢

能
力
に
し
た
が
っ
て｣

取
得
す
る
の
で

は
な
く
、
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。｢

与
え
ら
れ
る｣

と
は
、
す

で
に
国
家
の
所
有
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、｢

忠
誠
に
応
じ
て｣

と
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
。

｢

共
産
主
義｣

の

｢

労
働
の
組
織｣

は
、
物
質
的
労
働
と
し
て
一
般
的
欲
求

の
満
足
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
純
で
低
級
な
労
働
で
あ
り
、
誰
も
代

わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
唯
一
者
の
仕
事
ー
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
よ
う
な
仕
事
ー
を
含

む
も
の
で
は
な
い
。
唯
一
者
は
、｢

労
働
の
組
織｣

と
い
う
一
般
的
欲
求
を
超

越
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
労
働
を
唯
一
の

｢

資
力｣

と
み
る｢

共
産
主
義｣

は
、

｢

私
の
自
己
固
有
な
る
も
の｣

と
し
て
の
所
有
、
つ
ま
り
個
人
の
所
有
を
排
除

し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。

｢

労
働
の
組
織｣

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
時
間
と
労
働
の
節
約
は
、
一
体
誰
の

た
め
に
、
何
の
た
め
に
、
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
、｢

共
産
主
義｣

は
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
自
我
主
義
を
排
し
て
い
る
た
め
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い｢

共
産
主
義｣

に
代
わ
っ
て
、
シ
ュ

テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
必
要
の
た
め
の
労
働
が
短
縮
さ
れ
た
後
に
、
人
は
唯
一
者
と

し
て
自
己
を
享
受
す
る
の
だ
、
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

｢

共
産
主
義｣

は
、
共
同
体
が
所
有
者
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
れ
は
所
有

(

財
産)

が
全
体
に
属
す
る

｢

共
同
所
有｣

(

そ
の
一
部
が
各
人

に
分
与
さ
れ
る)

を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
所
有
は
何
ら
か
の
他
者
へ
、
つ
ま
り
は
普
遍
性
あ
る
い
は
全
体
へ
私
を
従

属
さ
せ
る
こ
と
に
導
く
の
で
あ
る
。｢

共
産
主
義｣

が
全
体
の
手
に
引
き
渡
す

青

山

政

雄



六

権
力
は
一
層
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
切
の
個
人
の
所
有
を
否
定

し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
る
プ
ル
ー
ド
ン
所
有
論
の
批
判
を
見
る
こ
と
に
し
よ

う
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
基
本
的
見
解
は
、
市
民
的
不
平
等
と

｢

共
産
主
義｣

を
そ
の
所
有
論
に
お
い
て
批
判
し
た
先
駆
者
は
プ
ル
ー
ド
ン
で
あ
る
、
と
い
う

点
に
あ
る
。
彼
の
問
題
意
識
は
プ
ル
ー
ド
ン
に
類
似
し
て
い
た
。
シ
ュ
テ
ィ
ル

ナ
ー
は
こ
の
事
実
を
充
分
に
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

プ
ル
ー
ド
ン
は

｢

財
産

(
所
有)

を
盗
み

(vol)

と
呼
ぶ
と
き
、
財
産

(

所

有)

に
つ
い
て
そ
の
最
悪
な
点
を
言
い
表
し
た
と
信
じ
て
い
る
。(

18)｣

プ
ル
ー

ド
ン
の
こ
の
命
題
は
な
お
不
徹
底
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
問
題

の
設
定
の
仕
方
が
間
違
っ
て
お
り
、
転
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

お
よ
そ
所

有
の
概
念
を
許
す
時
以
外
で
、
果
た
し
て

『
盗
み』

と
い
う
概
念
は
可
能
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
す
で
に
所
有
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
ど
う
や
っ
て
人
は
盗
み
を

は
た
ら
き
う
る
か
。
誰
に
も
所
属
し
な
い
も
の
は
、
盗
ま
れ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
海
か
ら
汲
ん
で
く
る
水
は
、
盗
む
わ
け
で
は
な
い
。
所
有
は
盗
み
で
は

な
く
、
所
有
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
盗
み
が
可
能
に
な
る
の
だ
。(

19)｣

こ
の
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
プ
ル
ー
ド
ン
批
判
は
、
私
的
所
有
の
起
源
を
占
有

か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
が
国
家
の
所
有
を
過
少
評
価
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
根
本
的
な
所
有
規
定
と
の
つ
な
が
り
で
言
え

ば
、
プ
ル
ー
ド
ン
が
私
の
も
の
と
し
て
の
所
有
の
真
の
概
念
を
検
出
す
る
こ
と

な
く
、
疎
遠
な
所
有
に
対
す
る
批
判
に
熱
心
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
彼
は
そ
の

批
判
課
題
を
十
全
に
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

｢

プ
ル
ー
ド
ン
は
、
所
有
者
で
は
な
く
、
占
有
者
も
し
く
は
用
益
者
を
望
む
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
彼
は
、
土
地
が
誰
か
に
帰
属
す
る
こ
と
は
望
ま
ず

に
、
た
だ
そ
の
土
地
の
利
益
を
ー
た
と
え
そ
の
利
益
、
そ
の
実
り
の
わ
ず
か
百

分
の
一
だ
け
が
彼
に
許
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
に
し
て
も
ー
望
む
。
こ
れ
は
ま
さ

に
、
彼
が
好
み
の
ま
ま
に
処
理
し
う
る
彼
の
所
有
で
あ
る
。
あ
る
耕
地
の
利
益

だ
け
を
有
す
る
者
は
、
な
る
ほ
ど
そ
の
耕
地
の
所
有
者
で
は
な
い
。
さ
ら
に
プ

ル
ー
ド
ン
が
望
む
よ
う
に
、
こ
の
利
益
の
内
か
ら
自
分
の
消
費
に
必
ず
必
要
と

さ
れ
る
以
外
の
も
の
は
こ
れ
を
引
き
渡
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
者
は
、
そ
れ
以
下
で
さ

え
あ
る
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
自
分
の
手
に
残
さ
れ
た
分
け
前
の
所
有
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
あ
れ
こ
れ
の
所
有

(

財
産)

を
否
定
す
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
彼
は
所
有

(

財
産)

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
も
は
や
土
地
所
有
者
に
土
地
を
ま
か
せ
ず
に
、
わ
れ
わ
れ

の
所
有
に
帰
そ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に

連
合
し
て
、
ひ
と
つ
の
連
合
、
ひ
と
つ
の
社
会
を
形
成
し
、
そ
の
社
会
が
自
ら

所
有
者
と
な
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
首
尾
よ
く
成
功
す
れ
ば
、
か
の
土
地
所
有

者
た
ち
は
土
地
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
土

地
か
ら
追
い
た
て
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
を
さ
ら
に
他
の

多
く
の
所
有
者
か
ら
も
追
い
た
て
て
、
そ
の
所
有
を
わ
れ
わ
れ
の
所
有
に
ー
征

服
者
た
ち
の
所
有
に
な
し
う
る
わ
け
だ
。(

20)｣

プ
ル
ー
ド
ン
を
単
純
に
所
有
の
否
定
者
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
土
地
を
例
に
し
て
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
主
と
し
て
耕
地
か
ら
の
収
益

(

地

代)
を
否
認
す
る
の
で
あ
っ
て
、
耕
作
者
の
利
益
の
分
配
を
否
定
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
プ
ル
ー
ド
ン
は
排
他
的
な
所
有
の
濫
用
者
、
つ
ま
り
自
己
労
働
に

基
づ
か
な
い
所
有
者
を
批
判
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
私
的
所
有
者
を
望
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ま
ず
に
占
有
者
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
占

有
者
を
求
め
る
場
合
に
、
プ
ル
ー
ド
ン
は
積
極
的
見
解
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、

誤
っ
た
見
解
を
も
導
入
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
の
積
極
的
見
解
と

は
、
所
有
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
所
有
そ
の
も
の
の
実

現
の
た
め
に
、
労
働
す
る
人
々
の

｢

自
由
な
連
合｣

を
考
え
て
い
る
点
に
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
問
題
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

｢

連
合｣

を
プ
ル
ー
ド
ン
は

｢
社
会｣

と
等
値
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ル
ー
ド
ン
は

社
会
の

｢

集
合
的
所
有｣
と
は
個
人
の
独
占
物
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の

｢

集

合
的
所
有｣

の
分
け
前
の
み
を
個
人
の
所
有
と
見
な
し
た
。
し
か
し
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
所
有
の
規
定
で
は
個
人
の
所
有
の
規
定
が
不
十
分

で
あ
る
と
し
て
、｢

彼
は
わ
れ
わ
れ
を
だ
ま
し
て
、
社
会
が
本
来
的
な
所
持
者

で
あ
り
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
権
利
の
唯
一
の
有
権
者
で
あ
る
、
と
思
わ
せ
よ

う
と
す
る
。(

21)｣

と
批
判
し
て
い
る
。

プ
ル
ー
ド
ン
は
、
彼
の
批
判
対
象
の
一
つ
で
あ
っ
た

｢
共
産
主
義｣

と
同
じ

誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。｢

共
産
主
義｣

は
自
我
主
義
を
認
め
る
こ
と

な
く
、｢

社
会｣

を
最
高
の
所
有
者
と
見
な
し
て
い
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
も
ま
た
、

個
人
の
所
有
の
規
定
を
不
徹
底
に
と
ど
め
て
い
る
た
め
に
、
結
果
的
に
は

｢
共

産
主
義｣

と
同
じ
よ
う
に
、｢

社
会｣

に
至
上
権
を
設
定
し
て
い
る
。
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
に
と
っ
て
、
所
有
者
は

｢

神｣

で
も

｢

人
間
な
る
も
の｣

で
も｢

社
会｣

な
ど
で
も
な
く
て
、
個
人
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
プ
ル
ー
ド

ン
に
こ
の
所
有
者
と
し
て
の
個
人
を
再
考
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の

｢

私
の
自
己
固
有
な
る
も
の｣

と
し
て
の
所
有
は
、
外

面
的
な
物
的
所
有
だ
け
で
は
な
く
、
内
面
的
精
神
的
所
有
、
た
と
え
ば
精
神
性
、

思
想
、
宗
教
、
名
誉
な
ど
を
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ま
で
は
前
者
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
以
下
で
は
精
神
的
所
有
の
中
か
ら
、｢

出
版
・
言
論
の
自
由｣

お

よ
び

｢

人
間
の
本
質｣

に
基
づ
く

｢

愛｣

の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
シ
ュ

テ
ィ
ル
ナ
ー
に
と
っ
て
人
間
主
義
の
精
神
的
所
有
に
対
す
る
批
判
を
意
味
し
て

い
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
精
神
的
実
体
、
つ
ま
り
第
三
者
と
し
て
の

｢

神｣

、｢

人

間
な
る
も
の｣

、｢

社
会｣

、｢

国
家｣

、｢

法
律｣

な
ど
の
尊
敬
が
要
求
さ
れ
る
な

ら
ば
、
言
論
や
出
版
の
自
由
は
こ
の
実
体
に
屈
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
見
て
い

る
。
一
般
的
に
は
、
国
家
が
出
版
に
自
由
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
出
版
の
自
由
は
自
由
の
授
与
者
と
し
て
国
家
を
前
提
に
し
て
お
り
、

そ
の
際
に
国
家
は
自
己
の
神
聖
な
本
体
を
冒
さ
な
い
者
に
こ
の
自
由
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
家

や
法
律
に
支
配
さ
れ
た
、
こ
の
自
由
は
真
の
自
由
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
国
家

か
ら
の
離
脱
、
国
家
へ
の
反
抗
と
し
て
の
み
、
そ
の
真
の
自
由
は
実
現
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

著
作
家
は
、
い
か
な
る
権
力
、
権
威
、
信
仰
な
ど
を
も
求
め
な
く
な
る
と
き

に
は
じ
め
て
、
自
由
に
な
る
。
し
か
し
、｢

出
版
は
自
由
な
だ
け
で
は
足
り
な

い
ー
そ
れ
で
は
貧
弱
す
ぎ
る
ー
。
そ
れ
は
私
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
出
版
の
自
己
性

(＝

固
有
性)

ま
た
は
出
版
の
所
有
、
私
の
え
よ

う
と
す
る
も
の
は
、
こ
れ
で
あ
る
。(

22)｣

通
常
は
、
出
版
・
言
論
の
自
由
は
権

力
者
の
個
人
的
な
恣
意
か
ら
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
自
由
は
保
証
さ

れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
出
版
・
言
論
の
自
由
は
、
依
然
と
し

て
国
家
の

｢
許
可｣

か
ら
完
全
に
自
由
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
個
人
の
意

青

山

政

雄
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志
の
国
家
の
意
志
か
ら
の
自
由
で
あ
る
と
す
る
、
真
の
出
版
・
言
論
の
自
由
の

意
味
は
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
・
バ
ウ
ア
ー
に
示
さ
れ
る
よ
う

な
人
間
主
義
は
、｢

自
由
な
国
家｣

に
お
い
て
出
版
と
言
論
の
自
由
が
実
現
さ

れ
る
と
言
う
。｢

個
人
は
も
は
や
個
人
で
は
な
く
、
真
の
理
性
的
な
普
遍
性
の

成
員
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
意
見
を
発
表
す
る
権
利
が
承
認
さ
れ
る
。(

23)｣

こ

の
よ
う
な
見
解
は
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
と
っ
て
は
、
人
間
主
義
者
が｢

成
員｣

、

｢

人
間
な
る
も
の｣

、｢
普
遍
者｣

に
自
由
を
与
え
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
所
有
と
し
て
の
自
由
は
、
与
え
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、｢

人
間
な
る
も
の｣
、｢
普
遍
者｣

ー
こ
れ
ら
を
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー

は

｢

幽
霊｣

と
呼
ん
で
い
る
ー
に
反
抗
し
、
自
ら
取
得
す
る
以
外
に
は
実
現
さ

れ
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
出
版
・
言
論
の
自
由
の
問
題
よ
り
も
人
々
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
精
神
的
所
有
と
し
て

｢

愛｣

の
問
題
を
考
え
て
い
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
諸
個
人
の

｢

交
通

(＝

交
わ
り)｣

に
お
い
て
、
宗
教
的
人
間
ば
か

り
で
は
な
く
、
宗
教
を
否
定
す
る
人
間
も
ま
た
愛
の
律
法
を
尊
重
し
て
い
る
。

愛
と
は
、
他
者
の
幸
福
、
祖
国
・
社
会
の
福
祉
、
人
類
の
福
祉
、
善
の
事
柄
な

ど
と
し
て
存
在
し
、｢

私
的
利
益｣

に
優
先
す
る
と
さ
れ
る
。
祖
国
、
社
会
、

人
類
な
ど
は
諸
個
人
の
上
に
位
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
こ

の
よ
う
な
愛
の
在
り
方
は
最
高
の
実
体
と
の
交
通
で
あ
り
、
人
間
と
人
間
と
の

現
実
的
な
交
通
で
は
な
い
と
言
う
。｢

神
聖
な

(

宗
教
的
、
道
徳
的
、
人
間
的)

愛
に
満
ち
た
人
は
、
た
だ
幽
霊
を
、
〝
真
の
人
間
〞
を
の
み
愛
す
る
。
そ
し

て
〝
非
人
間
〞
に
対
す
る
手
続
き
と
い
う
冷
淡
な
法
律
的
名
義
の
も
と
に
、

現
実
的
人
間
で
あ
る
個
人
を
沈
鬱
な
無
慈
悲
を
も
っ
て
迫
害
す
る
。(

24)｣

人
が

普
遍
者
と
し
て
の
愛
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
他
者
の
た
め
の
義
務
が
愛

と
い
う
名
の
も
と
に
要
求
さ
れ
る
。｢

人
間｣

の
使
命
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

普
遍
的
な
愛
の
義
務
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
個
人
か
ら
一
切
が
奪
い
去

ら
れ
て
、｢

人
間
な
る
も
の｣

に
全
て
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絶
対
的
に

愛
さ
る
べ
き
も
の
、
神
聖
な
も
の
へ
の
愛
の

｢

憑
か
れ
た
状
態

(B
esessen-

heit)｣

は
、｢

対
象
の
疎
外
の
う
ち
に
あ
る
。
あ
る
い
は
対
象
の
疎
遠
性
と
優

越
に
対
す
る
私
の
無
力
の
う
ち
に
あ
る
。(

25)｣

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
所
有

(E
igentum

)

と
い
う
語
に
対
し
て

｢

疎
遠
な
所

有

(Frem
dentum

)｣

と
い
う
語
を
造
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
中
に
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
の
所
有
論
の
核
心
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。｢

疎
遠
な
所
有｣

は
第

三
者
で
あ
る

｢

本
質｣

や

｢

最
高
存
在｣

を
意
味
す
る

｢

人
間
な
る
も
の｣

、

｢

国
家｣

、｢

社
会｣

な
ど
に
支
配
さ
れ
た
所
有
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。
こ

の

｢

疎
遠
な
所
有｣

を
私
の
所
有
へ
と
取
り
戻
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

｢

所
有
は
、
揚
棄
さ
る
べ
き
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
む
し
ろ
、
幽
霊
の
手
か
ら
取
り
上
げ
て
、
私
の
所
有
と
な
ら
ね
ば
な
ら

な
い
の
だ
。(

26)｣

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
世
界
を
私
の
所
有
に
す
る
こ
と
を
、
つ

ま
り
私
の
力
を
保
持
し
な
が
ら
、
世
界
を
享
受
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

｢

連
合｣

の
概
念

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は

｢

自
由
な
国
家｣

、｢

共
産
主
義
的
国
家｣

、｢

人
間
的
社

会｣

な
ど
と
し
て
現
れ
て
い
る
既
存
の
共
同
論
に
代
え
て
、｢

連
合｣

の
構
想
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を
提
起
す
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
連
合
は
唯
一
者
の
連
合
で
あ
る
。｢

唯
一

者｣

と
は

｢

特
殊
的
な
も
の｣

、｢

私
的
な
も
の｣

の
特
性
を
も
っ
た｢

個
体
性｣

で
あ
り
、｢

自
己
性

(＝

固
有
性)｣

を
基
軸
に
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、

｢

唯
一
者｣
は

｢

エ
ゴ
イ
ス
ト｣

と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
唯
一
者
が

た
ん
に
孤
立
的
な
実
体
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
当
な
理
解
と
は
言

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は

｢

人
間
の
本
源
的
状
態
は
、
孤
立
も

し
く
は
独
在
で
は
な
く
社
会(

27)｣

で
あ
り
、
個
々
人
か
ら
な
る

｢

構
成
員
が

社
会
の
創
造
者
で
あ
る(

28)｣
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

国

家
・
社
会｣

は
実
体
化
さ
れ
、
超
越
的
な
相
貌
を
呈
し
て
い
る
。
諸
個
人
の
価

値
は
、
た
ん
に

｢

国
家
・
社
会｣

の
一
構
成
員
、
類
の
一
サ
ン
プ
ル
に
す
ぎ
な

い
と
見
な
さ
れ
、
き
わ
め
て
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
こ

の
よ
う
な
在
り
方
を

｢

聖
な
る
人
倫
的
関
係｣
、｢『
本
質』

に
支
え
ら
れ
た
関

係｣

と
呼
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
第
三
者
で
あ
る

｢

本
質｣

・

｢

最
高
存

在｣

を
介
し
た

｢

交
通

(V
erkehr)｣

の
も
と
で
、
諸
個
人
は
自
ら
を
お
と
し

め
て
第
三
者
の
実
現
を

｢

使
命｣

づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
教
的

構
造
が
貫
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
唯
一
者
と
し
て
の
個
人
と
他
者
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

個
々
人
は
唯
一
者
と
し
て
互
い
に
全
く
別
の
意
味
を
帯
び
た
世
界
に
生
き
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
唯
一
者
相
互
に

は

｢

共
同
的
な
も
の｣

も

｢

敵
対
的
な
も
の｣

も
な
く
、
た
だ
完
全
な｢

分
離｣

が
あ
る
の
み
だ
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
在
的
な
も
の
や
さ
ら
に
は
観
念

的
な
も
の
を
介
し
て
表
面
的
な
触
れ
合
い
を
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
に
固
有

の
意
味
を
与
え
る
主
体
と
し
て
は
究
極
的
に
は
互
い
に
孤
立
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
人
格
の
根
底
に
こ
の
絶
対
的
孤
立
を
全
て
の
人
が
潜
在
的
に
も
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
唯
一
者
と
は
、
自
ら
の
生
の
意
味
が
客
観
的
な
実
在
や
観
念
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
創
造
さ
れ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
人
だ

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、｢

エ
ゴ
イ
ス
ト
的
な
純
粋
に
人
格
的
な
交
通

(

交
わ
り)

と
し
て
の
み
、
交
通
は
私
と
君
と
の
間
の
現
実
的
な
交
通
で
あ
る

(

29)｣

と
も
言
っ
て
い
る
。
一
体
、
孤
立
し
て
い
る
は
ず
の
唯
一
者
相
互
の
交

通

(

交
わ
り)

は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

唯
一
者
と
し
て
お
互
い
に
接
触
す
る
場
、
す
な
わ
ち
各
自
固
有
の
意
味
を
定
立

す
る
個
体
相
互
が
衝
突
す
る
場
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
お

い
て
、
唯
一
者
は
互
い
に
自
己
の
主
体
性
を
主
張
し
合
い
、
互
い
に
相
手
が
自

己
の
主
体
性
を
脅
か
す
主
体
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
こ
れ
に
よ
っ
て
唯
一
者
相
互
の
交
通

(

交
わ
り)

が
成

立
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
主
体
相
互
の
衝
突
に
よ
っ

て
初
め
て
お
互
い
が
意
味
づ
け
の
絶
対
的
主
体
で
あ
る
こ
と
を
深
く
理
解
し
合

え
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
唯
一
者
の
交
通

(

交
わ
り)

と
は
相
手
を
自

己
の
主
体
性
か
ら
独
立
し
た
実
存
的
な
主
体
と
し
て
互
い
に
認
め
合
い
、
尊
重

し
合
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
相
手
に
対
し
て
自
己
固
有
の
意
味
づ
け
は
し

て
も
、
自
分
の
世
界
観
ま
で
強
要
す
る
こ
と
の
な
い
真
に
自
由
な
、｢

純
粋
に

人
格
的
な
交
通

(

交
わ
り)｣

な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

｢
人
格
的
な
交
通

(

交
わ
り)｣

を
さ
ら
に
進
め
た

｢

連
合

(V
erein)｣

の
概
念
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

青

山

政

雄



一
〇

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
第
三
者
と
し
て
の
疎
遠
な
も
の
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た

世
界
、
言
い
換
え
れ
ば
、
神
に
基
づ
く
教
会
、
法
律
に
基
づ
く
国
家
、
そ
し
て

人
間
な
る
も
の
に
基
づ
く
社
会
に
よ
る
私
の
も
の
の
隷
属
を
問
題
に
し
て
い
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
私
の
も
の
を
支
配
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

世
界
は
本
源
的
に
私
の
も
の
と
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
い
か
な
る
支
配
者
を
も
つ
こ
と
な
く
、
ま
た
い
か
な
る
自
己
犠
牲

を
伴
う
こ
と
も
な
く
、
私
の
も
の
と
し
て
の
所
有
が
他
者
と
了
解
さ
れ
合
う
こ

と
が
可
能
に
な
る
在
り
方
、
そ
れ
が

｢

連
合｣

で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
本
源
的
状
態
は

｢

交
通
ま
た
は
連
合

(V
erkehr

oder
V

erein)｣

で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

連

合
が
社
会
へ
と
結
晶
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
連
合
化

(V
ereinig-ung)

で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
合
化
と
は
絶
え
ざ
る
自

己
連
合
化
行
為[

自
己
合
一]

(Sich-V
ereinigen)
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
連

合
化
さ
れ
た
存
在

(V
ereinigtsein)

に
な
り
、
静
止
状
態
に
な
り
、
固
定
に
変

質
す
る
と
き
、
そ
れ
は
連
合
と
し
て
は
死
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
連
合
ま
た
は
連

合
化
の
死
体
で
あ
る
。
こ
の
死
体
ー
そ
れ
が
社
会

(G
esellschaft)

で
あ
り
、

共
同
体(G

em
einschaft)

で
あ
る
。(

30)｣

国
家
、
社
会
、
共
同
体
、
教
会
、
諸

団
体
な
ど
は
諸
個
人
の

｢

交
通
ま
た
は
連
合｣

の
産
物
で
あ
り
、
し
か
も

｢
絶

え
ざ
る
自
己
連
合
化
行
為｣

の
死
体
で
あ
る
。｢

連
合
化｣

の
固
定
し
た
も
の
、

つ
ま
り
転
倒
し
て
支
配
と
な
っ
た
も
の
が

｢

国
家
・
社
会｣

な
の
で
あ
る
。

唯
一
者
と
し
て
の
自
己
を
各
人
は

｢

連
合｣

に
お
い
て
所
持
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
ぜ
な
ら
、｢

連
合
に
お
い
て
の
み
所
有
が
承
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。(

31)｣

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
に
と
っ
て
、｢

国
家
・
社
会｣

に
よ
っ
て
、
私
の
自
由
が
制

限
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
私
の

｢

自
己
性＝

固
有
性｣

が
制
限
さ
れ
る
か
は
重

大
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の

｢

国
家
・
社
会｣

は
私
か
ら
独
立
し
た
力
と
し
て
の

｢

国
家
・
社
会｣

で
あ
り
、
私
の
服
従
を
要
求
す
る

｢

国
家
・
社
会｣

で
あ
る
。

自
由
に
関
し
て
、
国
家
と

｢

連
合｣

は
本
質
的
区
別
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

確
か
に
、
両
者
は
無
制
限
な
自
由
を
認
め
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
制
限
を
す
る
点

で
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、｢

連
合｣

は
私
の

｢

自
己
性＝

固
有
性｣

の

た
め
に
自
由
を
犠
牲
に
す
る
の
で
あ
る
。｢

こ
の
点
に
関
し
て
、
国
家
と
連
合

と
の
間
の
差
異
は
著
し
い
。
前
者
は
自
己
性

(＝

固
有
性)

の
敵
で
あ
り
、
破

壊
者
で
あ
る
。
後
者
は
自
己
性

(＝

固
有
性)

の
息
子
で
あ
り
、
共
働
者
で
あ

る
。(

32)｣

ま
た
、｢

連
合｣

が
一
つ
の
共
同
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、｢

連
合｣

と

は

｢

共
産
主
義｣

の
建
設
す
る
社
会
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の

｢

連
合｣

は
決
し
て
共
同
社
会
ま
た
は
共
同
体
の
建
設
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
者
と
協
約
し
合
同
し
て
私
の
力
を
強
化
し
て
も
、

｢

私
は
、
こ
の
共
同
体
に
、
私
の
力
の
乗
積
よ
り
以
外
の
何
も
の
も
見
ず
、
そ

の
共
同
関
係
が
私
の
乗
積
さ
れ
た
力
と
な
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
私
は
そ
の

関
係
を
保
持
す
る
。(

33)｣

し
た
が
っ
て
、｢

連
合｣

は
だ
れ
を
も
所
持
し
よ
う

と
し
な
い
。
だ
れ
も
が

｢

連
合｣

を
利
用
す
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
れ
も
他
者
の

た
め
に
、
全
体
の
た
め
に
協
約
を
結
ぶ
の
で
は
な
い
。
各
人
は
そ
れ
を
利
己
心

か
ら
の
み
結
ぶ
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は

｢

わ
れ
わ
れ
は
互
い
に
一
つ

の
関
係
し
か
も
た
な
い
。
す
な
わ
ち
有
用
、
有
益
、
利
益
の
関
係
で
あ
る
。(

34)｣
と
言
う
。
連
合
と
は
、
唯
一
者
同
士
の
そ
の
時
々
の
目
的
や
利
害
関
心
の
共
有

の
み
に
基
づ
け
ら
れ
た
暫
定
的
な
一
致
で
あ
り
、
絶
え
ず
分
解
と
分
散
へ
の
可

能
性
を
内
に
蔵
し
た
共
同
の
在
り
方
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

『

ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー』

の
研
究

(

三)



一
一

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は

｢

革
命

(R
evolution)｣

と

｢

反
抗

(E
m

poerung)｣

と
を
峻
別
し
て
い
る
。
彼
は

｢

革
命｣

を
否
定
し
、｢

反
抗｣

の
み
を
主
張
し

た
。
彼
が
革
命
を
拒
否
す
る
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
理
由
が
存
在
す
る
。
革
命

は
、
国
家
ま
た
は
社
会
の
転
覆
を
め
ざ
す

｢

政
治
的
、
社
会
的
行
動｣

で
あ
る

が
、
革
命
は
新
し
い

｢

体
制｣

を
目
的
と
す
る
た
め
に
、｢

制
度｣

に
熱
中
し
、

そ
の

｢

制
度｣
の
も
と
に
人
々
を
編
成
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

革
命
が

｢

体
制｣

と

｢
制
度｣

と
の
編
成
を
狙
っ
て
い
る
と
い
う
シ
ュ
テ
ィ
ル

ナ
ー
の
主
張
は
、
彼
の

｢
類
的
人
間｣

批
判
、
国
家
・
社
会
批
判
、｢

疎
遠
な

所
有｣

批
判
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
の

｢

革
命｣

の
否
定
に
は
、
た
ん
に
国
家
・
社
会
の
権
力
の
否
定
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の

被
造
物
に
よ
る
人
間
の
支
配
を
拒
否
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
革
命
に
よ
る
新
し
い

｢

体
制｣

は
決
し
て
国
家
・
社
会
を
廃
棄
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に

｢

共
産
主
義｣
批
判
ま
た
は｢

人
間
的
社
会｣

批
判
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、｢

完
成
さ
れ
た
封
建
制
度
、
一
切
を
包
摂
す
る
采

邑
制
度｣

を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
新
し

い

｢

体
制｣

を
目
的
と
す
る

｢

政
治
的
、
社
会
的
行
動｣

と
し
て
の
革
命
を
拒

否
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
、
革
命
が

｢

政
治
的
、
社
会
的
行
動｣

で
あ

る
か
ぎ
り
、
被
圧
迫
者
は
こ
の
革
命
の
原
因
を
自
分
以
外
の
他
の
も
の
に
あ
る

と
信
じ
こ
ま
さ
れ
る
、
と
言
う
。
こ
の
た
め
に
、
被
圧
迫
者
は
新
し
い
社
会

(

主
人)

か
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
る
。
与
え
ら
れ
る
こ

と
は
私
の
力
で
獲
得
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
は
、｢

革
命｣

が

｢

賤
民｣

を
解
放
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は

｢

反
抗｣

の
核
心
的
部
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。｢

反
抗
は
な
る
ほ
ど
、
不
可
避
的
な
結
果
と
し
て
諸
状
態
の
変
革
を

伴
う
が
、
そ
れ
は
そ
の
変
革
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
自

分
自
身
に
対
す
る
不
満
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
抗
は
反

乱

(Schilderhebung)

で
は
な
く
、
個
人
の
高
揚
で
あ
り
、
興
隆
で
あ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
生
ず
る
制
度
を
考
慮
し
な
い
。(

35)｣

反
抗
と
は
、
疎
遠
な
力
か
ら
自

分
を
も
ぎ
と
っ
て
私
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
自
己
の
価
値
を
発
現
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
の
力
の
強
さ
に
対
す
る
無
知
の
故
に
、
他
者
に
譲
渡
し

て
き
た
私
の
力
を
再
び
自
分
自
身
に
取
り
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
反
抗

な
し
に
は
、｢

賤
民｣

の
解
放
は
あ
り
え
な
い
。｢

賤
民｣

は
自
己
が

｢

賤
民｣

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
い
か
ぎ
り
自
己
解
放
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
自

覚
が
反
抗
の
契
機
で
あ
る
。｢

彼
が
掴
み
と
る
と
き
に
、
彼
は
は
じ
め
て
賤
民

で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
た
だ
、
掴
み
と
る
こ
と
の
恐
怖
と
そ
れ
に
相
応
す
る

処
罰
と
が
、
彼
を
賤
民
に
す
る
。
端
的
に
、
掴
み
と
る
こ
と
は
罪
悪
で
あ
り
、

犯
罪
で
あ
る
と
い
う
、
こ
の
規
定
の
み
が
賤
民
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。(

36)｣

さ

ら
に
、
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
は
反
抗
の
意
図
と
行
為
に
つ
い
て
明
確
に
書
い
て
い

る
。｢

私
の
目
的
は
現
存
状
態
の
転
覆
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
自
分

を
高
め
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
私
の
意
図
と
行
為
と
は
、
決
し
て
政
治
的
ま
た

は
社
会
的
の
そ
れ
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
私
自
身
と
私
の
自
己
性(＝

固
有
性)

と
に
向
け
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
エ
ゴ
イ
ス
ト
的
な
意
図
と
行
為
で
あ
る
。(

37)｣

革
命
家
は
新
し
い
支
配
の
た
め
に
憲
法
を
ど
う
す
る
か
と
考
え
る
が
、
反
抗

者
は
憲
法
の
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
支
配
の
な
い
状
態
の
た
め
に
努
力
す
る
。

青

山

政

雄



一
二

反
抗
者
は
世
界
の
変
革
を
目
的
に
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
を
享
受
す
る
た
め

に
私
の
力
の
み
に
関
心
を
示
す
の
で
あ
る
。

唯
一
者
の
連
合
と
は
、｢

本
質｣

、｢

最
高
存
在｣

な
ど
の
第
三
者
の
媒
介
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
個
体
と
全
体
性
と
の
連
続
性
の
擬
制
を
意
図
的
に
退

け
よ
う
と
す
る
こ
と
を
出
発
点
に
し
て
い
る(

38)

。
そ
れ
は
、
こ
の
第
三
者
を

媒
介
項
と
し
な
い
、
個
体
の
自
己
性

(＝

固
有
性)

の
発
現
を
基
軸
に
し
て
成

立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
多
様
性
を
超
越
的
に
統
合
す
る
抽
象
的
理
念
に
媒
介

さ
れ
ず
に
、
闘
争
や
衝
突
の
中
か
ら
現
実
の
個
体
同
士
の
具
体
的
相
互
承
認
を

築
き
上
げ
る
道
で
あ
る
だ
ろ
う
。『
唯
一
者
と
そ
の
所
有』

の
第
一
部

｢

人
間｣

の
題
辞
の
末
尾
に
書
か
れ
た

｢

私
は
、
私
の
事
柄
を
無
の
上
に
据
え
る｣

と
い

う
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