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本
論
文
で
問
題
に
す
る
の
は
、
い
か
に
し
て
人
々
が
自
分
の
考
え
を
集
団

全
体
に
同
調
さ
せ
ず
に
、
判
断
を
伝
達
し
合
い
、
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
た
思
想
家
と
し
て
ハ
ン

ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
を
取
り
上
げ
、
と
り
わ
け
そ
の
公
共
性
論
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。 

従
来
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
に
は
、『
人
間
の
条
件
』
な
ど
に
見
ら

れ
る
複
数
性
、
す
な
わ
ち
人
々
の
間
の
差
異
を
強
調
す
る
側
面
と
、『
カ
ン

ト
政
治
哲
学
講
義
』
に
見
ら
れ
る
人
々
の
間
の
合
意
形
成
を
強
調
す
る
側
面

が
あ
り
、
両
者
は
し
ば
し
ば
断
絶
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が

断
絶
か
ど
う
か
の
問
題
以
前
に
、
判
断
の
伝
達
可
能
性
の
レ
ベ
ル
、
す
な
わ

ち
自
分
の
判
断
が
他
者
に
伝
わ
る
可
能
性
を
担
保
す
る
こ
と
な
し
に
は
ア

ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
は
成
り
立
ち
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本

稿
は
、
ま
ず
判
断
の
伝
達
可
能
性
を
支
え
る
構
想
力
と
共
通
感
覚
の
働
き
を

分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
伝
達
可
能
性
に
注
目
す
る
と
、
判

断
は
主
観
性
に
と
ど
ま
り
つ
つ
も
、
た
ん
な
る
主
観
性
の
条
件
は
克
服
さ
れ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
引
き
出
さ
れ
る
判
断
に
特
有
の
妥
当
性
を
分

析
す
る
こ
と
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
に
見
ら
れ
て
き
た
断
絶
は
乗
り

越
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
ア
ー
レ
ン
ト

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
公
共
性
の
次
元
と
し
て
〈
合
意
可
能
性
の
手
前
に
あ
る

伝
達
可
能
性
の
公
共
性
〉
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
人
々
の
差
異
を
抑
圧
す
る
こ
と
な
く
、
ゆ
る
や
か
な
合
意
形
成
を
目

指
す
道
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
際
に
着
目
す
る
点
は
、

私
的
な
感
情
の
レ
ベ
ル
で
判
断
の
伝
達
可
能
性
は
ど
こ
ま
で
担
保
さ
れ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
に
は
、
普
遍
的
な
理
性
の
共
通
性
は

指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
特
殊
的
な
感
情
の
共
通
性
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
伝
達
可
能
性
が
基
盤
に
あ
る
公
共
性
に
お
い
て
、
私

的
な
感
情
で
さ
え
も
相
互
に
伝
達
さ
れ
う
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、
特
殊
的
な

個
人
の
判
断
を
普
遍
的
な
次
元
へ
と
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
合
意
可
能
性
を
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目
指
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
に
根
差

し
つ
つ
、
合
意
形
成
と
い
う
一
般
性
の
次
元
へ
と
到
達
す
る
可
能
性
を
、
ア

ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
は
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
の
判
断
力
論
か
ら
引
き
継
い
だ
反
省

的
判
断
力
を
取
り
上
げ
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
に
通
底
す
る
一
貫
し
た

姿
勢
を
引
き
出
し
て
い
き
た
い
。 

  
 

一
．
構
想
力
、
共
通
感
覚
、
伝
達
可
能
性 

 

ま
ず
本
節
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
を
理
解
し
、
分
析
す
る
に
あ
た

っ
て
、
鍵
概
念
と
な
る
構
想
力
、
共
通
感
覚
、
伝
達
可
能
性
の
関
係
性
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
は
、
ど
れ

か
一
つ
が
機
能
し
な
け
れ
ば
、
他
の
二
つ
の
概
念
も
有
効
に
機
能
し
な
い
よ

う
な
構
図
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
慎
重
に
論
じ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
共
通
感
覚
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論

を
論
じ
る
う
え
で
中
心
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
カ
ン

ト
政
治
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
、
共
通
感
覚
を
他
者
へ
の
判
断
の
伝
達
可
能

性
の
規
準
と
し
て
あ
げ
、
そ
の
諸
格
率
と
し
て
「
一
．
自
分
で
考
え
る
こ
と

（
悟
性
の
格
率
）、 

二
．
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
（
判

断
力
の
格
率
）、
三
．
自
分
自
身
と
一
貫
し
て
考
え
る
こ
と
（
理
性
の
格
率
）」

を
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
第
四
〇
節
か
ら
引
用
し
説
明
し
て
い
る

  (1)
。

特
に
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
「
拡
大
さ
れ
た
心
性
」
（enlarged 

m
entality

）
と
呼
ば
れ
る
、
第
二
格
率
の
「
あ
ら
ゆ
る
人
の
立
場
に
立
っ

て
考
え
る
こ
と
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
考
え
を
考
慮
す

る
こ
の
第
二
格
率
な
く
し
て
、
判
断
の
伝
達
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
他

者
の
考
え
を
全
く
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
自
分
の
判
断
が
他
者
に
伝
わ

り
う
る
と
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
ん
な
る
独
り
よ
が
り
の
判
断
に
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
拡
大
さ
れ
た
心
性
を
可
能
に
し
て
く
れ
る

心
的
能
力
が
「
構
想
力
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
判
断
の
伝
達
、
さ
ら
に
は
そ
の

共
有
へ
の
道
を
開
く
準
備
を
す
る
の
で
あ
る
。 

ア
ー
レ
ン
ト
は
構
想
力
の
作
用
に
つ
い
て
、「
も
は
や
現
前
し
て
い
な
い

対
象
、
つ
ま
り
直
接
的
な
感
覚
知
覚
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
も
は

や
私
た
ち
を
直
接
触
発
す
る
こ
と
が
な
い
対
象
に
つ
い
て
判
断
す
る
」  (2)
と

述
べ
る
。
つ
ま
り
、
不
在
の
も
の
を
心
の
中
に
再
び
現
す
（represent

）

こ
と
で
、
判
断
の
対
象
と
の
間
に
表
象
（representation

）
を
介
す
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
そ
の
対
象
か
ら
直
接
触
発
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
そ

の
対
象
に
対
し
て
適
切
な
距
離
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
構
想
力
の
作
用
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
判
断
の
対
象
に
対
し
て
、
実
際

に
現
実
の
活
動
と
し
て
判
断
す
る
の
が
反
省
の
作
用
で
あ
る

  (3)
。
構
想
力
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
表
象
と
し
て
の
判
断
対
象
は
精
神
の
中
に
再
現
前
化

さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
内
的
な
感
覚
の
対
象
で
あ
り
、
外
部
か
ら
直
接

触
発
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
構
想
力
の
働
き
と
は
、
表
象
を
介
す

る
こ
と
で
対
象
に
対
し
て
適
切
な
距
離
を
確
立
し
、
対
象
を
反
省
的
に
判
断

主
体
の
主
観
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
冷
静
な
判
断
を
可
能
に
す
る
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こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
次
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
構
想

力
は
、
そ
の
判
断
主
体
の
精
神
の
能
力
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。「
ど
の
よ
う
な
精
神
の
行
為
も
、
感
覚
に
対
し
て
不
在
の
も
の
を

精
神
に
現
前
す
る
心
的
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
現
に
な
い
も
の
を
現
前
さ

せ
る
と
い
う
再
現
前
化
（Re-presentation

）
の
働
き
は
精
神
に
特
有
の

能
力
で
あ
り
、
私
た
ち
の
精
神
に
係
わ
る
用
語
は
総
じ
て
視
覚
経
験
か
ら
引

き
出
し
た
比
喩
を
基
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
能
力
は
構
想
力

と
い
わ
れ
る

  (4)
」。
現
に
目
の
前
に
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
感
覚
対
象
と
し

て
不
在
の
も
の
を
自
分
の
心
の
う
ち
に
現
前
さ
せ
て
思
考
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
想
力
は
、
決
し
て
感
覚
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
者
の
思
考
さ
え
も
想

像
し
て
精
神
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
構
想
力
は
感
覚
さ

れ
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
精
神
の
能
力
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
人

の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
有
し
て

い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
不
在
の
も
の
を
現
前
さ
せ
る
構
想
力
が
、
拡
大
さ
れ
た
心

性
を
実
現
す
る
の
は
、
現
前
し
て
い
な
い
他
者
の
可
能
的
な
判
断
を
考
慮
す

る
た
め
に
、
感
覚
さ
れ
な
い
不
在
の
も
の
を
精
神
に
現
前
さ
せ
る
力
が
働
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
拡
大
さ
れ
た

心
性
は
「「
ひ
と
が
自
分
の
判
断
を
他
の
人
々
の
現
実
的
判
断
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
た
ん
に
可
能
な
諸
判
断
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
…
…
他
の
あ
ら

ゆ
る
ひ
と
の
立
場
に
自
分
を
置
き
換
え
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。

こ
れ
を
可
能
に
す
る
能
力
は
構
想
力
と
呼
ば
れ
て
い
る

  (5)
」。
こ
う
説
明
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
拡
大
さ
れ
た
心
性
に
は
構
想
力
の
働
き
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
他
者
の
表
象
を
介
し
て
、

思
考
の
う
ち
で
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
可
能
的
な
判
断
を
考
慮
し
、
そ
れ
と
自
分

の
判
断
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
共
通
感
覚
が
、
他
者
へ
自
分
の
判
断
を
伝
達
す

る
際
の
基
準
と
な
る
の
だ
。
共
通
感
覚
と
は
、
他
者
の
可
能
的
な
判
断
を
構

想
力
に
よ
っ
て
自
己
の
中
に
取
り
込
み
つ
つ
、
自
分
の
判
断
を
他
者
へ
伝
達

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
能
力
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

ま
た
、
構
想
力
に
よ
っ
て
直
接
的
な
感
覚
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
判
断
対
象

に
つ
い
て
反
省
的
に
判
断
を
下
す
こ
と
で
、
実
際
の
判
断
が
下
さ
れ
る
わ
け

だ
が
、
こ
の
反
省
の
作
用
は
、
他
者
へ
自
分
の
判
断
が
伝
達
可
能
で
あ
る
か

否
か
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
自
分
と
は
異
な
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
人
の

考
え
方
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
の
判
断
は
決
し
て
単
な
る
主

観
的
な
判
断
で
は
な
く
間
主
観
的
な
も
の
で
あ
る

  (6)
。
こ
う
し
て
、
構
想
力

に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
共
通
感
覚
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
不
在
で
あ
る
他

者
の
判
断
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
者
と
の
同
意
を
求
め
、
自
分
の
判

断
が
あ
る
程
度
一
般
的
な
妥
当
性
を
得
ら
れ
る
と
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

る
  (7)
。
し
か
し
、
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な
他
者
の
射
程
は
人
類
全
体

で
は
な
い
た
め
、
こ
の
判
断
の
妥
当
性
は
、
自
分
が
構
想
力
に
よ
っ
て
身
を

置
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
他
者
の
立
場
を
超
え
て
拡
張
す
る
こ
と
は
で

き
な
い

  (8)
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
断
の
妥
当
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
制
約
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
共
通
感
覚
の
妥
当
性
は
、
人
び
と
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の
交
わ
り
か
ら
生
じ
る
」

  (9)
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
想
像
上
の
立

場
交
換
（
ま
た
は
代
表
）
が
で
き
る
他
者
の
思
考
の
範
囲
の
拡
大
、
す
な
わ

ち
妥
当
性
の
要
求
が
拡
大
す
る
可
能
性
に
開
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。
そ
し

て
、
自
分
の
思
考
の
う
ち
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
の
意
見
が

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
代
表
的
・
再
現
前
化
的
（representative

）
な
判
断

に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。 

 

し
か
し
こ
の
制
約
の
も
と
で
、
わ
た
し
が
自
分
の
思
考
の
う
ち
に
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
自
分
の
判
断
の
う
ち
に
考

慮
す
る
こ
と
で
き
る
人
々
の
立
場
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
は

さ
ら
に
代
表
的
な
も
の
と
な
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
判
断
の
妥
当

性
は
、
客
観
的
で
普
遍
的
な
も
の
で
も
、
個
人
の
き
ま
ぐ
れ
に
左
右

さ
れ
る
主
観
的
な
も
の
で
も
な
く
、
間
主
観
的
で
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
種
の
代
表
的
な
思
想
は
、
構
想
力
の
み
を
通
し
て
可
能

と
な
り
、
そ
こ
で
は
あ
る
種
の
自
己
犠
牲
が
求
め
ら
れ
る

 (10)
。 

 こ
こ
で
は
、
主
観
性
を
乗
り
越
え
る
条
件
と
し
て
「
自
己
犠
牲
」
と
い
う
表

現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
こ
で

言
わ
れ
て
い
る
共
通
感
覚
、
す
な
わ
ち
他
者
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ

る
「
空
気
を
読
む
こ
と
」
も
し
く
は
「
多
数
意
見
に
合
わ
せ
る
こ
と
」
を
ま

っ
た
く
意
味
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
間
主
観
的
」

と
は
、
主
観
性
の
中
に
非
主
観
的
要
素
を
見
出
す
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
自

己
の
判
断
に
の
み
拠
る
の
で
は
な
く
他
者
の
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
た
う
え

で
判
断
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
点
で
「
自
己
犠
牲
」
的
な
の
で
あ
る
。

実
際
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
判
断
主
体
は
い
つ
ま
で
も
自
分
の
声
で
語
る
と
述

べ
て
い
る
。 

 

わ
た
し
は
判
断
を
下
す
と
き
に
他
者
を
考
慮
に
い
れ
る
が
、
そ
れ
は

わ
た
し
の
判
断
を
他
者
の
判
断
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

わ
た
し
は
依
然
と
し
て
わ
た
し
の
声
で
語
る
の
で
あ
り
、
自
分
が
正

し
い
と
考
え
る
こ
と
に
達
す
る
た
め
に
、
頭
数
だ
け
で
決
め
た
り
は

し
な
い
。
そ
れ
で
も
わ
た
し
の
判
断
は
、
自
分
自
身
の
み
を
考
慮
し

て
判
断
を
下
す
と
い
う
意
味
で
の
主
観
的
な
判
断
で
は
も
は
や
な
い

の
だ

 (11)
。 

 こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
、
最
終
的
に
は
判

断
の
根
拠
は
他
者
で
は
な
く
自
己
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
判
断
の
形
成
は
自
己

の
精
神
作
用
で
完
結
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
重
要

な
の
は
、
自
己
の
み
で
そ
の
判
断
が
形
成
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る

 (12)
。 

ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
共
通
感
覚
の
第
二
格
率
で
あ
る
拡
大
さ
れ
た
心
性
、

す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
」
と
合
わ
せ
て
、

「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」、
そ
し
て
自
分
で
考
え
た
う
え
で
他
者
の
考
え
を

考
慮
し
て
も
自
分
の
考
え
を
容
易
に
周
り
に
迎
合
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
「
自
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分
自
身
と
一
貫
し
て
考
え
る
こ
と
」
を
同
時
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
共
通
感
覚
は
構
想
力
に
よ
っ
て
他
者
の
考
え
方
を
自
己
の
精

神
に
現
前
し
考
慮
し
た
う
え
で
、
な
お
も
自
分
で
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
能
力
な
の
だ

 (13)
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
、
共
通
感
覚
に
よ
る

あ
ら
ゆ
る
他
者
の
考
え
を
考
慮
す
る
こ
と
と
、
判
断
の
伝
達
可
能
性
の
関
係

性
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
め
て
い
く
。
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
伝
達
可
能
性
が

公
共
性
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
の
は
、
自
分
の
判
断
を
実
際
に
他
者
へ
伝
達

す
る
以
前
に
、
伝
達
さ
れ
る
「
可
能
性
」
を
自
己
の
中
で
得
ら
れ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
と
き
、
自
己
の
精
神
に
現
前
し
た
他
者
と
の
合
意

が
事
前
に
自
己
の
中
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ

を
「
潜
在
的
な
合
意
」
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。 

 

判
断
力
は
、
他
者
と
の
潜
在
的
な
合
意
に
か
か
っ
て
お
り
、
何
か
を

判
断
す
る
際
に
は
た
ら
く
思
考
過
程
は
、
純
粋
な
推
論
の
思
考
過
程

と
は
違
っ
て
、
私
と
私
自
身
の
間
の
対
話
を
意
味
し
な
い
。
判
断
力

は
、
心
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
は
完
全
に
私
一
人
で
あ
る
に
し
て
も
、

つ
ね
に
あ
ら
か
じ
め
、
私
が
最
終
的
に
何
ら
か
の
合
意
に
到
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
わ
き
ま
え
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
他
者
と
の
先

取
り
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。

こ
の
可
能
的
な
合
意
か
ら
判
断
力
は
そ
の
特
有
の
妥
当
性
を
引
き
出

す
 (14)
。 

 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
他
者
と
の
先
取
り
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
は
、
拡
大
さ
れ
た
心
性
に
よ
っ
て
想
像
上
の
立
場
交
換
が
可
能
と
な
り
、

複
数
の
他
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
開
か
れ
た
精
神
を
実
現
す
る
こ
と

で
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
へ
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
先
取
り
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
潜
在
的
な
合
意
を

結
び
、
一
般
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
で
判
断
主
体
の
判
断
は
伝
達
可
能
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
、
構
想
力
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
の
立
場
に
立
ち
、

他
者
へ
伝
達
可
能
で
あ
る
か
を
反
省
的
に
思
考
す
る
こ
と
で
、
た
ん
な
る
私

的
条
件
か
ら
解
放
さ
れ
、
他
者
を
考
慮
す
る
非
主
観
的
要
素
が
主
観
の
中
に

取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
省
的
な
判
断
の
み
が
妥

当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
尺
度
と
な
る
の
が
伝
達
可
能
性
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
を
決
定
す
る
の
が
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も

一
貫
し
て
自
分
で
考
え
る
能
力
で
あ
る
共
通
感
覚
な
の
だ

 (15)
。 

ま
た
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
や
は
り
、
あ
く
ま
で
伝
達
の
「
可
能
性
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
実
際
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
け
れ
ど
、
構
想
力
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
拡
大
さ
れ
た
心
性
で
思
考
す

る
こ
と
で
、
自
分
の
判
断
が
伝
わ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
は
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
、
自
分
の
判
断
を
伝
達
す
る
可
能
性
に
開

け
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
伝
達
可
能
性

は
明
ら
か
に
、
拡
大
さ
れ
た
心
性
に
依
存
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
他
者
の
立

場
か
ら
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
、
自
分
の
考
え
を
伝
達
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
者
に
出
会
う
こ
と
も
な
く
、
他
者

が
理
解
す
る
仕
方
で
話
す
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う

 (16)
」。
こ
の
よ
う
に
、
不
在

の
他
者
の
思
考
を
考
慮
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
伝
達
可
能
性
は
成
り
立
ち

え
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
他
者
と
何
ら
か
の
合
意
に
到
達
す
る
こ

と
を
わ
き
ま
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
言
わ

れ
て
い
た
合
意
は
、
こ
の
伝
達
可
能
性
か
ら
導
か
れ
る
次
元
の
も
の
で
あ
り
、

公
共
性
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
同
一
の
判
断
に
一

致
す
べ
き
だ
と
い
う
方
向
づ
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
伝
達
可
能
性

か
ら
導
か
れ
る
合
意
は
、
自
分
の
主
観
性
を
最
後
ま
で
保
持
し
続
け
る
こ
と

が
前
提
さ
れ
て
い
る
た
め
、
完
全
に
同
一
な
る
も
の
へ
の
一
致
を
目
指
す
こ

と
が
目
的
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
想
定
す
る
合
意
は
、

厳
密
な
一
致
で
は
な
く
、
主
観
性
に
根
差
し
つ
つ
も
、
同
時
に
他
者
と
自
己

と
が
相
互
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
地
点
を
探
究
す
る
「
ゆ
る
や
か
な

合
意
」
だ
と
言
え
よ
う

 (17)
。 

そ
う
考
え
る
と
、
他
者
と
合
意
す
る
こ
と
を
求
め
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で

も
厳
密
に
は
合
意
形
成
に
基
礎
づ
け
る
わ
け
で
も
な
い
ア
ー
レ
ン
ト
の
公

共
性
論
は
決
定
打
に
欠
け
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
む
し
ろ
そ
こ
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
で

あ
り
、
そ
の
公
共
性
の
次
元
は
「
合
意
可
能
性
の
手
前
に
あ
る
伝
達
可
能
性

の
公
共
性
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

  
 

二
．
複
数
性 

VS 

合
意
形
成
？ 

 

本
節
で
は
、「
合
意
可
能
性
の
手
前
に
あ
る
伝
達
可
能
性
の
公
共
性
」
に

お
い
て
導
か
れ
る
「
ゆ
る
や
か
な
合
意
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
、

『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
闘
技
的
な
公
共
性
、
す
な
わ
ち
人
々
の
差
異
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
公
共
性
の
目
的
だ
と
考
え
る
立
場
と
、
こ
こ
ま

で
中
心
的
に
取
り
上
げ
て
き
た
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
』
や
『
責
任
と
判

断
』
に
お
け
る
他
者
に
同
意
を
求
め
る
討
議
的
な
公
共
性
、
す
な
わ
ち
他
者

と
の
合
意
を
目
指
す
こ
と
が
公
共
性
の
目
的
だ
と
考
え
る
立
場
と
に
、
断
絶

が
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
に
応
答
し
て
い
く

 (18)
。
結
論
か
ら
言
う
と
、
断
絶

は
し
て
い
な
い
し
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
の
可
能
性
に
も
開
け
て
い
る
。 

ま
ず
、『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
公
共
性
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
か
、
第
二
章
お
よ
び
第
五
章
の
議
論
を
中
心
に
み
て
い
こ
う
。
ア
ー
レ
ン

ト
は
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、「
公
共
性
は
個
性
の
た
め
に
保
持
さ
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
人
び
と
が
、
他
人
と
取
り
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
当

の
自
分
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
場
所
で
あ
っ
た
」 (19)
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
公
共
性
の
空
間
は
、
人
々
の
複
数
性
を
明
ら
か
に
し
、
他
者
と

は
違
う
と
い
う
意
味
で
の
自
己
の
交
換
不
可
能
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

形
成
す
る
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
公
共
性
が
個
性
の
た

め
に
保
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
人
と
人
と
の
差
異
が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
ー
レ
ン

ト
は
「
言
論
と
行
為
は
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
差
異
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

し
て
、
人
間
は
、
言
論
と
行
為
を
通
じ
て
、
単
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
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く
、
互
い
に
自
己
を
際
立
た
せ
る
。
つ
ま
り
、
言
論
と
行
為
は
、
人
間
が
、

物
理
的
な
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
相
互
に
現
わ
れ
る
様
式
で

あ
る
」

 (20)
、
ま
た
「
言
論
と
行
為
に
お
い
て
、
人
び
と
は
自
分
が
だ
れ
で
あ

る
か
を
示
し
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
積
極
的
に

明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
世
界
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
」

 (21)
と
述
べ
、

公
共
性
の
空
間
で
行
わ
れ
る
行
為
の
役
割
を
、
人
々
の
差
異
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
差
異
性
が
意
味
す
る
人
々
の
違
い
は
、

人
々
が
こ
の
世
界

 (22)
の
中
に
存
在
し
つ
つ
、
だ
れ
一
人
と
し
て
同
じ
立
場
か

ら
物
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
て
い
る
。 

 

公
的
領
域
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
、
無

数
の
視
点
と
見
方
に
同
時
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
、
共
通
世

界
が
そ
れ
自
体
と
し
て
姿
を
現
わ
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
無
数
の

視
点
と
見
方
と
に
た
い
し
て
は
、
共
通
の
尺
度
や
公
分
母
は
決
し
て

引
き
出
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
共
通
世
界
は
万
人
に
共
通
の
集
会

場
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
び
と
は
、
そ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
場
所
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
物

体
が
同
じ
場
所
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
ひ
と
り
の
人

の
場
所
が
ほ
か
の
人
と
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
他
人
に
よ
っ
て
、

見
ら
れ
、
聞
か
れ
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
は
、
す
べ
て
の
人
が
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
立
場
か
ら
見
聞
き
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら

引
き
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
公
的
生
活
の
意
味
で
あ
る

 (23)
。 

 こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
場
所
を
占
め
る
人

間
た
ち
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
公
共
性
の
空
間
は
成
立
し
、
そ
れ
は
複
数

性
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ

れ
ら
の
複
数
の
視
点
が
「
共
通
の
尺
度
や
公
分
母
」
に
還
元
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、「
ひ
と
り
の
人
が
占
め
る
場
所
が
ほ
か
の
人
と
一
致
す
る
こ
と
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
複
数
性
が
公
共
性
に
お
い
て
最
も

重
要
な
条
件
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
に
は
他
者
と
の
合
意
可
能
性

が
目
指
さ
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
も
間
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
「
私
た
ち
は
他
者
の
存
在
を
考
慮
し
て
、
他
者
の
同
意
を
え
る
こ
と
に
、

カ
ン
ト
の
表
現
で
は
「
他
者
の
合
意
を
せ
が
む
こ
と
に
」、
努
力
す
べ
き
で

あ
る
」 (24)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る

 (25)
。
こ
れ
は
一
見
、

他
者
と
の
一
致
を
事
前
に
考
慮
す
る
時
点
で
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
複
数
性
の
克
服
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思

え
る
。
そ
の
解
釈
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
解
釈
を
「
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
の
概
念
の
最
初
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
て
高

く
評
価
し
た
こ
と
が
代
表
的
で
あ
る

 (26)
。
し
か
し
、
人
間
の
複
数
性
を
重
視

す
る
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
各
人
の
意
見
の
複
数
性
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
仕
方
で

公
共
性
を
合
意
形
成
へ
と
方
向
づ
け
る
と
は
考
え
に
く
い
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

は
ア
ー
レ
ン
ト
を
公
共
性
に
お
い
て
了
解
を
目
ざ
す
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
主
張
し
た
思
想
家
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
ア
ー
レ
ン

179



 

ト
は
そ
こ
ま
で
実
践
的
な
合
意
形
成
を
志
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

 (27)
。

確
か
に
、
両
者
は
公
共
性
に
お
い
て
人
々
が
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、

人
々
の
差
異
が
「
一
つ
の
共
通
の
尺
度
や
公
分
母
」
に
は
還
元
不
可
能
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
個
別
の
文
脈

を
離
れ
た
不
偏
性
を
発
話
者
に
要
求
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お

い
て
は
発
話
者
各
々
の
「
位
置
を
有
す
る
不
偏
性

situated 
im

partiality

」
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る

 (28)
。 

で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
は
ど
ち
ら
の
立
場
で
考
え
れ
ば
い
い
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
冷
静
に
読
む
と
、
そ
も
そ
も
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
公
共
性

の
空
間
が
人
々
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
と
か
、
実
際
に
合
意
形
成
を

結
ぶ
た
め
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
目
的
を
設
定
し
て
い
な
い
。
人
々
の
複

数
性
、
意
見
の
複
数
性
を
公
共
性
の
空
間
の
前
提
と
し
て
失
わ
せ
る
こ
と
な

く
、
そ
の
中
で
合
意
可
能
性
を
探
究
す
る
こ
と
こ
そ
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
姿
勢

で
あ
る

 (29)
。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
は
ど
ち
ら
か
の
立
場
を
取

り
、
ど
ち
ら
か
の
立
場
を
捨
て
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
考
え
る
こ
と
は
不
十

分
な
の
だ
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
次
の
二
点

に
あ
る
。
第
一
に
人
々
の
差
異
の
抑
圧
、
画
一
化
と
い
う
近
代
的
な
も
の
に

対
抗
し
、
複
数
性
を
公
共
性
に
お
い
て
の
重
要
な
条
件
と
し
て
担
保
す
る
こ

と
。
第
二
に
、
構
想
力
や
共
通
感
覚
と
い
っ
た
心
的
能
力
に
よ
っ
て
、
自
分

と
は
異
な
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
他
者
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
主
観

的
な
特
殊
性
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら
も
一
般
的
妥
当
性
を
要
求
す
る
こ
と

が
で
き
、
他
者
と
の
合
意
に
到
達
す
る
可
能
性
に
も
開
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る

 (30)
。
こ
の
結
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
が
〈
合
意
可
能
性
の
手
前

に
あ
る
伝
達
可
能
性
の
公
共
性
〉
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
公
共
性
は
、
構
想
力
が
実
現

す
る
「
拡
大
さ
れ
た
心
性
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
「
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立

場
の
立
っ
て
考
え
る
こ
と
」
を
通
し
て
、
自
分
の
精
神
が
拡
大
し
て
い
く
こ

と
で
自
ら
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
空
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
構
想
力
に
そ
な
わ
る
不
在
の
他
者
の
再
現
前
化

の
力
に
よ
っ
て
、
可
能
的
に
公
共
的
な
空
間
に
入
る
と
い
う
説
明
し
て
い
る
。 

 

「
精
神
の
拡
大
」（enlargem

ent of the m
ind

）
は
、『
判
断
力
批

判
』
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
。
そ
れ
は
「
ひ
と
が
自
分
の

判
断
を
他
の
人
び
と
の
現
実
的
判
断
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
た
ん

に
可
能
な
諸
判
断
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
…
…
他
の
あ
ら
ゆ
る
人
の

立
場
に
置
き
換
え
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
こ
れ
を
可
能

に
す
る
能
力
は
構
想
力
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
…
…
批
判
的
思
考
は
、

す
べ
て
の
他
者
の
立
場
が
監
査
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
場
合
に
の

み
、
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
批
判
的
思
考
は
、
孤
独
な
営
み
で

あ
り
な
が
ら
、
自
己
を
「
す
べ
て
の
他
者
」
か
ら
遮
断
し
た
り
は
し

な
い
。
確
か
に
、
批
判
的
思
考
は
孤
立
し
た
状
態
で
進
行
す
る
が
、

構
想
力
の
力
で
他
者
を
現
前
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
可
能
的
に
公

共
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
開
か
れ
た
空
間
の
中
へ
入
る
。
…
…
拡

180



大
さ
れ
た
心
性
で
思
考
す
る
こ
と
は
、
訪
問
の
旅
に
出
か
け
ら
れ
る

よ
う
自
ら
の
構
想
力
を
訓
練
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

 (31)
。 

 構
想
力
が
可
能
に
す
る
「
精
神
の
拡
大
」、
す
な
わ
ち
自
ら
の
判
断
を
他
者

の
可
能
的
判
断
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
自
分
を
あ
ら
ゆ
る
人
の
立
場
に
置
き
換

え
る
こ
と
で
、
私
一
人
の
中
で
進
行
す
る
活
動
で
あ
る
思
考
の
中
に
、
可
能

的
も
し
く
は
潜
在
的
に
公
共
的
な
空
間
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
拡
大
さ
れ
た
心
性
で
思
考
す
る
」
と
は
、
現
象
的
に
は
自
分
一
人

で
考
え
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
精
神
の
中
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
複
数
性
に
も
と
づ
い
て
思
考
す
る
こ
と
を
指
す
。
ま
た
、「
訪
問
の
旅
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
拡
大
さ
れ
た
心
性
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、

構
想
力
に
よ
っ
て
他
者
の
立
場
を
訪
問
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

 (32)
。
こ

う
し
て
、〈
合
意
可
能
性
の
手
前
に
あ
る
伝
達
可
能
性
の
公
共
性
〉
は
、
複

数
性
に
も
と
づ
く
公
共
性
の
空
間
を
自
ら
の
精
神
の
う
ち
に
形
成
す
る
こ

と
で
、
実
現
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に

見
ら
れ
る
合
意
形
成
を
目
指
す
姿
勢
の
背
景
に
は
、
現
象
の
世
界
に
人
間
が

複
数
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
複
数
性
が
土
台
と
な
っ
て

い
る
。 

こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
合
意
は
、
わ
た
し
が
前
節
で
「
ゆ
る
や
か
な
合

意
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
主
観
性
の
克
服
、

た
ん
な
る
私
的
条
件
か
ら
の
解
放
は
、
私
的
な
感
覚
に
基
づ
く
感
情
的
な
判

断
が
他
者
へ
伝
達
さ
れ
る
可
能
性
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
複
数

性
を
重
視
し
つ
つ
、
共
通
の
世
界
を
探
究
す
る
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共

性
論
の
重
要
な
視
座
が
あ
る
。
次
節
で
は
、
主
観
性
に
根
差
し
た
視
点
を
超

え
出
る
こ
と
な
く
主
観
的
な
性
格
を
矯
正
し
、
私
的
な
判
断
を
他
者
と
共
有

可
能
に
す
る
共
通
感
覚
の
役
割
に
つ
い
て
も
う
一
度
検
討
す
る
こ
と
で
、
ア

ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
の
意
義
と
そ
の
一
貫
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。 
  
 

三
．
反
省
的
判
断
力
と
感
情
の
伝
達
可
能
性 

 
 

 

 

判
断
を
基
礎
づ
け
う
る
も
の
と
し
て
の
私
的
な
感
情
の
伝
達
可
能
性
に

つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
人
々
の
複
数
性
を
重
視
し
つ
つ
合
意
可
能
性
を

切
り
捨
て
な
い
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
を
、
判
断
力
と
い
う
視
点
か
ら
捉

え
直
し
た
い
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
論
は
カ
ン
ト
の『
判

断
力
批
判
』
の
議
論
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
た
め
、
反
省
的
判
断
力
が
ど
の

よ
う
な
判
断
力
と
し
て
機
能
す
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、

判
断
力
と
は
個
別
の
も
の
に
対
し
て
働
く
能
力
で
あ
る
。
基
本
的
に
判
断
力

と
は
、
個
別
な
特
殊
的
事
例
を
一
般
的
な
規
則
や
基
準
に
包
摂
す
る
こ
と
で

な
さ
れ
る
。
こ
の
判
断
力
は
規
定
的
判
断
力
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、「
適

用
で
き
る
決
ま
っ
た
規
則
や
基
準
が
な
い
場
合
に
は
」 (33)
こ
の
判
断
力
は
働

き
え
な
い
。
つ
ま
り
、
判
断
力
に
は
こ
れ
と
は
異
な
る
形
で
、
一
般
的
な
規

則
や
基
準
が
な
い
と
き
に
も
働
き
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
反
省
的

判
断
力
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
断
力
の
意
味
上
の
区
別
に
関
し
て
ア
ー
レ

ン
ト
は
「
規
定
的
判
断
力
が
特
殊
的
な
も
の
を
一
般
的
規
則
の
下
に
包
摂
す
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る
の
に
対
し
、
反
省
的
判
断
力
は
逆
に
、
特
殊
的
な
も
の
か
ら
規
則
を
「
導

出
す
る
」」
と
ま
と
め
て
い
る

 (34)
。
つ
ま
り
、
反
省
的
判
断
力
は
、
一
般
的

な
規
則
や
基
準
に
包
摂
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
殊
的
な
事
例
に
対
し
て

働
く
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
反
省
的
判
断
力
に
ま
っ
た
く
基
準
が
想
定
さ

れ
な
け
れ
ば
実
際
に
判
断
を
下
す
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
反
省

的
判
断
力
に
お
い
て
は
、
外
部
に
尺
度
を
も
つ
規
定
的
判
断
力
と
違
っ
て
そ

れ
自
身
の
う
ち
に
尺
度
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
尺
度
と
な
る
の
が
他
者
へ

の
伝
達
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
省
的
判
断
力
と
は
共
通
感
覚
の
理

念
に
基
づ
く
判
断
力
で
あ
り
、
そ
こ
に
複
数
性
の
契
機
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
こ
に
政
治
的
判
断
力
と
し
て
の
可
能
性
を

見
出
し
た
の
で
あ
る

 (35)
。
そ
れ
で
は
、
政
治
的
判
断
力
は
い
か
に
し
て
可
能

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

ア
ー
レ
ン
ト
が
論
じ
る
公
共
性
に
お
い
て
、
交
わ
さ
れ
る
言
葉
、
す
な
わ

ち
意
見
は
行
為
者
の
複
数
性
と
い
う
事
実
ゆ
え
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
一
つ
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で

に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
少

な
か
ら
ず
そ
の
人
の
感
情
レ
ベ
ル
の
主
観
的
・
私
的
な
条
件
に
基
づ
く
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
差
異
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
政
治
的
・
道
徳

的
問
題
に
対
す
る
正
や
不
正
の
判
断
は
、
少
な
か
ら
ず
私
的
感
覚
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
私
的
感
覚
に
基
づ
く
判
断
が
正
不
正
を
判
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
に
答
え
る
の
が
共
通
感
覚
で
あ
り
、

そ
の
働
き
に
よ
っ
て
判
断
が
反
省
的
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単

純
に
考
え
れ
ば
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
来
伝
達
し
え
な
い
私

的
感
情
の
表
出
で
あ
る
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
構
想
力
に
よ
っ
て

可
能
と
な
っ
た
共
通
感
覚
、
そ
し
て
反
省
の
作
用
に
よ
っ
て
、
た
ん
な
る
私

的
な
感
情
の
表
出
と
い
う
現
象
を
超
え
て
、
そ
の
感
情
は
共
有
さ
れ
う
る
も

の
へ
と
変
容
す
る

 (36)
。 

こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
反
省
的
判
断
力
や
ア
ー
レ
ン
ト
が
定
義

す
る
公
共
性
の
性
格
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
さ
ら
に
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ど
の
よ
う
に
し
て
反
省
的
判
断
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と

し
て
は
伝
達
不
可
能
な
直
接
的
な
感
情
が
伝
達
可
能
な
も
の
へ
と
変
容
す

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
公

共
性
の
中
で
人
々
が
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
言
葉
を
交
わ
し
合
っ
て
い
る
際

に
、
自
分
に
関
わ
る
事
柄
に
対
し
て
沸
々
と
怒
り
の
感
情
を
覚
え
た
と
し
た

ら
、
そ
れ
を
伝
達
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
際
に
そ
れ
を
表
明
し
た
と
す
れ

ば
、
あ
く
ま
で
感
情
の
表
出
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
い

う
よ
う
に
、
表
現
と
伝
達
は
別
物
だ
か
ら
だ

 (37)
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
抱
い

た
感
情
は
伝
達
可
能
に
な
る
よ
う
に
変
容
し
う
る
。
そ
の
と
き
感
情
を
伝
達

可
能
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
た
の
は
共
通
感
覚
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
公
平

な
一
般
的
観
点
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
反
省
的
判
断
に
よ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
共
通
感
覚
に
基
づ
い
た
判
断
能
力
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
他

者
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
迎
合
す
る
こ
と
な
く
自
分
で
判
断
を

下
す
能
力
が
反
省
的
判
断
の
働
き
に
よ
っ
て
捉
え
直
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り

明
確
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
か
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ら
引
い
て
い
る
記
述
を
引
用
す
る
。 

 
し
か
し
共
通
感
覚
（sensus com

m
unis

）
は
、
あ
る
共
通
の
感
覚

（gem
einschaftlicher Sinn

）
の
理
念
、
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う

な
判
定
能
力
の
理
念
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
判
定
能
力

は
、
自
分
の
反
省
の
う
ち
で
他
の
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
表
象
の
仕
方
を

思
想
の
う
ち
で
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
）
顧
慮
す
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば

総
体
的
な
人
間
理
性
と
自
分
の
判
断
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
た
め
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
容
易
に
客
観
的
と
み
な
さ
れ
か
ね
な
い
主

観
的
な
個
人
的
諸
条
件
に
基
づ
い
て
、
判
断
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ

す
か
も
し
れ
な
い
錯
覚
か
ら
免
れ
る
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う

し
た
こ
と
は
、
ひ
と
が
自
分
の
判
断
を
他
の
ひ
と
び
と
の
現
実
的
判

断
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
た
ん
に
可
能
な
諸
判
断
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
判
定
に
偶
然
付
随
す
る
諸
制
限
を
た
ん
に

捨
象
し
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
立
場
に
自
分
を
置
き
換
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る

 (38)
。 

 

そ
し
て
こ
の
記
述
の
後
に
、
カ
ン
ト
は
共
通
感
覚
の
諸
格
率
を
提
示
し
て
い

る
。
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
と
の
想
像
上
の
立
場
交
換
に
よ

っ
て
、
自
己
の
精
神
の
う
ち
に
複
数
性
に
基
づ
く
公
共
性
の
空
間
を
開
き
、

自
己
の
判
断
を
他
者
の
可
能
的
判
断
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
反
省
的
に
判
断
す

る
こ
と
が
共
通
感
覚
と
い
う
判
定
能
力
の
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中

で
判
断
主
体
は
、
私
秘
的
な
感
覚
、
諸
制
限
を
捨
象
し
、
他
者
の
可
能
的
判

断
を
考
慮
す
る
こ
と
を
通
じ
て
自
己
の
感
情
を
反
省
的
に
評
価
し
、
間
主
観

的
で
伝
達
可
能
な
感
情
へ
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
点
を
さ
ら
に
深
め
て
い
く
と
、
な
ぜ
ア
ー
レ
ン
ト
が
反
省
的
判
断
力

を
扱
い
、
私
的
な
感
覚
を
伝
達
可
能
に
変
容
さ
せ
る
心
的
作
用
を
強
調
し
て

き
た
か
の
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
判
断
が
扱
う
対
象
は
、
視
覚
が
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
対
象
な
ど
で
は
な
く
、
各
人
の
思
考
に
お
け
る
対
象
で
あ

る
か
ら
、
例
え
ば
議
題
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
同
じ
テ
ー

ブ
ル
の
上
で
意
見
を
交
わ
す
に
し
て
も
、
客
観
的
な
対
象
を
共
有
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
問
題
に
対
し
て
意
見
を
交
流
さ
せ
る
と
き
、

自
分
の
意
見
を
語
る
た
め
に
は
そ
の
問
題
に
対
し
て
何
か
し
ら
反
応
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
受
け
取
っ
て
い
る
の
は
対
象
自
体
で
は
な
く
、

ま
ず
は
そ
れ
に
対
す
る
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
に
受
け
取
っ
た
感
覚
は
全

く
私
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、
感
情
の

表
出
で
あ
っ
て
感
情
の
伝
達
で
は
な
い
。
そ
れ
が
伝
達
可
能
に
な
る
の
は
、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
反
省
の
作
用
を
介
し
た
感
情
の
変
容
に
よ
る
。
こ

の
感
情
の
変
容
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
他
者
へ
の
伝
達
に
伴
う
快
と
し

て
、「
付
加
的
な
快
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
議
論
し
て
い
る

 (39)
。
反
省
の

作
用
に
よ
っ
て
、
自
分
の
内
部
に
わ
い
て
き
た
感
情
そ
の
も
の
を
是
認
す
る

と
い
う
こ
と
を
通
し
て
得
ら
れ
る
快
の
感
情
が
「
付
加
的
な
快
」
で
あ
り
、

こ
れ
は
共
通
感
覚
を
基
準
と
し
て
い
る
た
め
に
伝
達
し
う
る
感
情
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
対
象
に
対
し
て
い
だ
い
た
感
情
は
、
そ
れ
が
他
者
へ
伝
達
可
能
な
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感
情
か
ど
う
か
を
反
省
的
な
観
点
か
ら
是
認
す
る
こ
と
で
変
容
さ
れ
、
命
題

と
し
て
表
明
さ
れ
う
る
判
断
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け

る
判
断
の
間
主
観
的
妥
当
性
の
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
の

公
共
性
論
の
射
程
は
、
感
情
的
な
判
断
の
伝
達
可
能
性
ま
で
広
が
っ
て
い
る

と
い
え
る
。 

私
的
な
感
覚
で
あ
る
感
情
は
主
観
に
根
差
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
構
想
力

に
よ
っ
て
自
分
の
判
断
を
制
限
す
る
た
ん
に
主
観
的
な
条
件
か
ら
解
放
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
へ
の
伝
達
可
能
性
を
顧
慮
す
る
反
省
的
判
断
が
可

能
に
な
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
共
通
感
覚
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
共

通
感
覚
は
、
他
者
へ
伝
達
し
う
る
感
情
か
ど
う
か
を
是
認
す
る
た
め
の
基
準

で
あ
り
、
そ
の
精
査
を
経
た
感
情
は
判
断
の
共
通
妥
当
性
の
根
拠
と
な
り
う

る
「
共
通
の
感
情
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
単
に
誰
も
が

無
条
件
に
共
通
の
感
情
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
も
自

分
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
判
断
の
伝
達
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

 (40)
。

こ
こ
に
、
人
び
と
の
差
異
を
抑
圧
す
る
こ
と
な
し
に
、
ゆ
る
や
か
な
合
意
形

成
を
目
指
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
性
論
の
一
貫
し
た
姿
勢
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。 
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系
的
に
ま
と
め
て
い
る
。こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
様
々
な
論
者
の
ア
ー
レ
ン
ト
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釈
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い
て
は
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作
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参
照
し
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い
た
だ
き
、本
稿
は
基
本
的

に
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
た
形
で
議
論
し
て
い
く
。
森
川
輝
一

『〈
始
ま
り
〉
の
ア
ー
レ
ン
ト
―
―
「
出
生
」
の
思
想
の
誕
生
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
、
一
九
～
五
一
頁
を
参
照
。 

(19) H
anna Arendt, The H

um
an Condition, 1958, p.41.

［
ハ
ン
ナ
・

ア
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
志
水
速
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、
六

五
頁
。］ 

(20) Arendt, ibid, p.176.

［
ア
レ
ン
ト
、
同
書
、
二
八
七
頁
。］ 

(21) Arendt, ibid, p.179.

［
ア
レ
ン
ト
、
同
書
、
二
九
一
頁
。］ 

(22) 

こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
世
界
は
、
複
数
の
視
点
を
持
つ
人
々

の
う
ち
で
唯
一
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
共
通
世
界
」
と
も
呼

ば
れ
る
。
つ
ま
り
、
公
共
性
の
意
味
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。「「
公
的
」
と
い

う
用
語
は
、
世
界
が
私
た
ち
す
べ
て
の
者
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
的

に
所
有
す
る
場
所
と
異
な
る
限
り
に
お
い
て
、世
界
そ
の
も
の
を
意
味
し
て

い
る
。」（Arendt, ibid, p.52.

［
ア
レ
ン
ト
、
同
書
、
七
八
頁
。］） 

(23) Arendt, ibid, p.57.

［
ア
レ
ン
ト
、
同
書
、
八
五
～
八
六
頁
。］ 

(24) Arendt, Responsibility and Judgm
ent, 2003, p.142.

［
ア
レ
ン
ト
、

上
掲
訳
書
、
二
三
一
頁
。］ 

(25) 

ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
判
断
は
趣
味
判
断
で
あ
る
が
、そ

れ
は
「
適
用
で
き
る
決
ま
っ
た
規
則
や
基
準
が
存
在
し
な
い
場
合
」

（Arendt, ibid, p.140

［
ア
レ
ン
ト
、
同
書
、
二
二
四
頁
］）
の
判
断
と

い
う
意
味
で
、人
間
の
事
柄
に
関
わ
る
政
治
的
判
断
の
こ
と
ま
で
広
く
射
程

に
入
っ
て
い
る
。な
ぜ
人
間
の
事
柄
に
関
わ
る
判
断
に
は
包
摂
さ
れ
る
一
般

的
規
則
が
存
在
し
な
い
の
か
と
い
う
と
、人
間
は
行
為
に
よ
っ
て
新
し
い
こ

と
を
絶
え
ず
始
め
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
判
断
で
き
る
の
は
予
め
想
定
さ

れ
た
基
準
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
特
殊
的
な
「
偉
大
さ
」
と
い
う
基
準
だ
け

だ
か
ら
で
あ
る
。「
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
も
す
べ
て
の

文
明
化
さ
れ
た
人
び
と
と
同
様
、
一
方
で
は
動
機
や
意
図
を
、
他
方
で
は
目

的
や
結
果
を
考
慮
に
入
れ
て
「
道
徳
的
規
準
」
で
判
断
し
た
。
し
か
し
、
行

為
を
判
断
で
き
る
の
は
、
た
だ
偉
大
さ
と
い
う
基
準
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
打
ち
破
り
、
異
常
な
る
も
の
に

到
達
す
る
の
は
、
行
為
の
本
性
だ
か
ら
で
あ
る
。」（Arendt, The H

um
an 

Condition, 1994, p.205.

［
ア
レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
三
三
〇
頁
。］） 

(26) 

こ
の
点
に
関
し
て
は
次
の
著
作
等
を
参
照
。
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
事
実
性

と
妥
当
性
（
上
）』
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二
訳
、
未
来
社
、
一
八
〇
頁
。
Ｊ
・

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
哲
学
的
・
政
治
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
上
）』
小
牧
治
・
村

上
隆
夫
訳
、
未
来
社
、
三
二
四
～
三
三
〇
頁
。
森
川
輝
一
『〈
始
ま
り
〉
の

ア
ー
レ
ン
ト
―
―
「
出
生
」
の
思
想
の
誕
生
』、
二
三
頁
。 

(27) 

齋
藤
純
一
に
よ
る
と
、
意
見
／
真
理
、
理
論
的
認
識
／
実
践
的
判
断
が
互
い

に
相
容
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
、真
理
に
よ
る
一
元
的
な
強
制
か
ら
公
共
性

に
お
け
る
人
々
の
複
数
性
を
守
る
た
め
、い
か
に
妥
当
な
意
見
と
い
え
ど
も

他
者
の
同
意
を
請
い
求
め
る
し
か
で
き
な
い
と
語
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
に
対

し
て
、行
為
規
範
を
め
ぐ
る
実
践
的
な
問
い
も
真
理
性
を
も
つ
と
い
う
認
知
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主
義
の
立
場
を
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
と
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
実
践
的
な
問
い
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
合
意
形
成
へ
強

く
方
向
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
普
遍
性
を
求
め
う
る
規
範

的
言
明
に
対
し
、普
遍
的
な
同
意
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
評
価
的

言
明(

こ
こ
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
み
る
人
々
の
複
数
性
が
あ
る)

を
二
次
的
な

問
題
と
し
て
議
論
に
せ
ず
、人
び
と
は
多
様
な
価
値
志
向
を
有
す
る
の
に
も

関
わ
ら
ず
、あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
対
し
て
普
遍
的
に
妥
当
す
る
行
為
規
範
を

基
礎
づ
け
る
よ
う
な
状
況
が
整
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
期
待
を
託
す
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
、ア
ー
レ
ン
ト
が
公
共
性
の
根
幹
と
し
て
い
る
複
数
性
を
見
逃

し
て
い
る
。
齋
藤
純
一
「
政
治
的
公
共
性
の
再
生
を
め
ぐ
っ
て
—
—
ア
ー
レ

ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
」、『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
現
代
』、
新
評
論
、
一
九
八
七

年
、
二
六
七
～
二
六
九
頁
参
照
。 

(28) Lisa J. D
isch, H

annah Arendt and the Lim
its of Philosophy, 

1994, pp.89-90. 

森
川
輝
一
『〈
始
ま
り
〉
の
ア
ー
レ
ン
ト

―
「
出
生
」

の
思
想
の
誕
生
』、
五
六
～
五
七
頁
を
参
照
。 

(29) 

牧
野
は
「
ア
ー
レ
ン
ト
は
一
人
ひ
と
り
の
違
っ
た
意
見
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
個
人
が
自
己
の
責
任
の
下
で
自
分
の
自
由
な
意
見
を
主
張
し
、政
治
的
判

断
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
よ
り
多

く
の
人
々
の
間
で
の
合
意
形
成
を
実
現
で
き
る
道
を
探
究
し
ま
し
た
」（
牧

野
英
二
『
カ
ン
ト
を
読
む
』
二
六
四
頁
）
と
ま
と
め
、
齋
藤
は
「
意
見
の
多

様
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
な
し
に
、そ
の
カ
オ
ス
的
な
状
態
を
克
服
す
る
こ
と

は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
こ
に
、
他
の

人
び
と
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
媒
介
と
し
た
よ
り
妥
当
な
意
見
の

形
成
を
求
め
て
い
く
」（
齋
藤
純
一
「
政
治
的
公
共
性
の
再
生
を
め
ぐ
っ
て

―
ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
」、『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
現
代
』二
六
〇
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
意
見
の
複
数
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
な
く
合
意

形
成
を
目
指
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。 

(30) 

こ
の
点
に
関
し
て
川
崎
修
は
「
共
通
感
覚
の
存
在
が
、
そ
れ
自
体
で
は
主
観

的
な
判
断
に
、
一
種
の
普
遍
的
妥
当
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
共
通
感

覚
は
、
自
己
の
判
断
に
お
い
て
、
他
の
人
々
の
判
断
や
意
見
を
も
考
慮
に
入

れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
判
断
（
趣
味
判
断
や
政

治
的
判
断
）に
普
遍
的
妥
当
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
」、と
ま
と
め
て
い
る
。

川
崎
修
『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
理
論

―
ア
レ
ン
ト
論
集
Ⅰ
』、
岩

波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
五
頁
。 

(31) Arendt, Lectures on Kant's Political Philosophy, pp.42-43.

［
ア

ー
レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
八
〇
～
八
一
頁
。］ 

(32) 

構
想
力
の
働
き
と
「
拡
大
さ
れ
た
心
性
で
思
考
す
る
」
こ
と
で
自
己
の
精
神

の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
公
共
的
な
空
間
に
つ
い
て
は
、
対
馬
の
『
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
―
―
世
界
と
の
和
解
の
こ
こ
ろ
み
』第
六
章
に
て
展
開
さ
れ
て

い
る
。
対
馬
美
千
子
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
―
―
世
界
と
の
和
解
の
こ
こ

ろ
み
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
二
五
五
～
二
六
四
頁
を
参
照
。

ま
た
、
そ
の
他
に
も
拡
大
さ
れ
た
心
性
と
自
己
内
的
な
公
共
性
に
関
し
て
、

Elisabeth Young-Bruehl, "Reflections on The Life of the M
ind", 

in: H
annah Arendt

―Critical Essays, Lew
is P. H

inchm
an 
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and Sandra K
. H

inchm
an (ed), State U

niversity of N
ew

 York, 
1994, p.354

も
参
照
。Young-Bruehl

は
、
拡
大
さ
れ
た
心
性
に
つ
い

て
判
断
す
る
際
に
は
、
内
部
の
公
的
空
間
（interior public space

）
が

形
成
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

(33) Arendt, Responsibility and Judgm
ent, 2003, p.138.

［
ア
レ
ン
ト
、

上
掲
訳
書
、
二
二
四
頁
。］ 

(34) Arendt, Lectures on Kant's Political Philosophy, 1982, p.83.

［
ア
ー
レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
一
六
九
頁
。］ 

(35) 

規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
の
意
味
上
の
区
別
、ま
た
そ
の
特
性
の
分

析
に
関
し
て
は
、M

ichael G
. G

ottsegen, The Political Thought of 
H

annah Arendt , State U
niversity of N

ew
 York Press, 1994, 

pp.166-167

も
参
照
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
反
省
的
判
断

力
が
政
治
的
生
に
お
い
て
中
心
的
な
判
断
能
力
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
意
見

の
多
様
さ
（
ド
ケ
イ
モ
イ
）
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え

反
省
的
判
断
力
か
ら
は
主
観
的
要
素
が
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と

は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

(36) 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、私
的
な
感
情
も
共
通
感
覚
に
訴
え
る

こ
と
で
「
他
の
す
べ
て
の
人
び
と
と
そ
の
感
情
を
考
慮
に
入
れ
た
反
省
に
よ

っ
て
い
っ
た
ん
変
容
さ
れ
る
と
、
伝
達
に
対
し
て
開
か
れ
た
も
の
に
な
る
」

と
説
明
し
て
い
る
。Arendt, Lectures on Kant's Political 

Philosophy, p.72.

［
ア
ー
レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
一
三
四
頁
。］ 

(37) Arendt, ibid, p.70

［
ア
ー
レ
ン
ト
、
同
書
、
一
三
一
頁
］
を
参
照
。 

(38) Im
m

anuel K
ant, V,293-294.

［
カ
ン
ト
『
カ
ン
ト
全
集
８ 

判
断
力
批

判 

上
』、
一
八
〇
頁
。］ 

(39) 

ア
ー
レ
ン
ト
は
反
省
の
作
用
の
基
準
と
し
て
、快
を
感
じ
る
事
実
そ
の
も
の

を
是
認
す
る
か
否
認
す
る
か
と
い
う
論
点
を
提
示
し
、是
認
す
る
行
為
が
快

を
与
え
る
も
の
だ
と
し
て
「
付
加
的
な
快
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

Arendt, Lectures on Kant's Political Philosophy, 1982, p.69

［
ア
ー
レ
ン
ト
、
上
掲
訳
書
、
一
二
八
～
一
二
九
頁
］
を
参
照
。 

(40) 

こ
の
意
味
で
の
感
情
の
共
通
性
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
例

示
を
提
示
し
て
い
る
。「
父
親
の
死
に
際
し
て
過
度
に
喜
び
を
表
そ
う
と
す

る
者
は
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
憎
悪
や
妬
み
の
感
情
を
表
す
者
も
い
な
い
。

他
方
で
、学
問
的
探
究
を
す
る
こ
と
が
楽
し
い
と
公
表
す
る
の
に
良
心
の
呵

責
を
覚
え
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
夫
の
死
に

際
し
て
悲
し
み
を
隠
そ
う
と
す
る
者
も
い
な
い
だ
ろ
う
。」（Arendt, ibid, 

1982, p.69.

［
ア
ー
レ
ン
ト
、
同
書
、
一
二
九
頁
。］） 
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