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麻
　
生
　
博
　
之

は
じ
め
に

社
会
哲
学・政
治
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
自
由
を
考
察
す
る
う
え
で
︑ア
イ
ザ
イ
ア・バ
ー
リ
ン
に
よ
る﹁
消
極
的
自
由
﹂︵negative 

freedom
/liberty

︶
と
﹁
積
極
的
自
由
﹂︵positive freedom

︶
と
の
区
別
は
︑
い
ま
も
基
底
的
な
論
点
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
︒
周
知

の
と
お
り
︑﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂︵freedom

 from
︶
と
し
て
の
消
極
的
自
由
が
︑
他
者
に
よ
る
干
渉
や
強
制
を
受
け
ず
に
放
任
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
︑
積
極
的
自
由
は
﹁
~
へ
の
自
由
﹂︵freedom

 to

︶
と
し
て
︑
い
わ
ば
﹁﹁
真
の
﹂
自
己
﹂
で

あ
る
こ
と
へ
と
向
か
う
自
己
支
配
な
い
し
自
己
統
治
と
い
っ
た
あ
り
方
を
さ
す
も
の
で
あ
る
︒
バ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ば
︑
自
己
支
配
と

い
う
積
極
的
自
由
の
あ
り
方
は
し
ば
し
ば
社
会
的
次
元
へ
と
拡
張
さ
れ
︑
真
の
自
己
た
る
﹁
支
配
す
る
自
己
﹂
が
何
ら
か
の
﹁
社
会

的
﹁
全
体
﹂﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
階
級
・
民
衆
・
人
類
全
体
に
よ
る
﹁
積
極
的
﹂
自
己
支
配
﹂
と
も
い
え
る
そ
う

し
た
自
由
の
概
念
は
︑
し
か
し
諸
個
人
の
支
配
や
抑
圧
と
結
び
つ
き
︑
そ
れ
を
正
当
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
か
ぎ
り

バ
ー
リ
ン
は
︑
自
由
の
概
念
に
最
低
限
ふ
さ
わ
し
い
の
は
他
者
に
よ
る
干
渉
の
欠
如
と
い
う
消
極
的
自
由
で
あ
る
と
み
な
し
︑
ま
ず

は
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
﹁
個
人
の
自
由
﹂︵personal freedom

︶
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る1

︒

1
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消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
と
の
こ
う
し
た
区
別
は
︑︵
バ
ー
リ
ン
の
主
張
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
に
し
て
も
︑︶
社

会
的
な
意
味
で
の
自
由
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
議
論
を
枠
づ
け
る
ひ
と
つ
の
前
提
と
な
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
︒
た
だ
し
︑
さ
し
あ

た
っ
て
は
ご
く
明
瞭
な
も
の
に
見
え
る
バ
ー
リ
ン
の
視
点
は
︑︵
た
と
え
ば
積
極
的
自
由
の
概
念
の
多
義
性
や
︑
そ
の
概
念
に
対
す

る
バ
ー
リ
ン
の
評
価
の
い
わ
ば
複
層
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
︑︶
じ
っ
さ
い
に
は
多
様
な
解
釈
を
招
き
う
る
も
の

で
あ
り
︑
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
と
の
区
別
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
応
酬
が
な
さ
れ
て
き

た2

︒
そ
し
て
ま
た
︑
消
極
的
自
由
を
擁
護
す
る
バ
ー
リ
ン
の
主
張
に
対
し
て
は
︑
こ
れ
も
周
知
の
よ
う
に
く
り
返
し
多
く
の
批
判

が
加
え
ら
れ
て
き
た
が
︑
そ
う
し
た
批
判
の
論
点
や
内
実
も
︑
ま
た
批
判
を
通
じ
て
提
起
さ
れ
る
自
由
の
構
想
も
︑
い
う
ま
で
も
な

く
一
様
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
消
極
的
自
由
︑
他
者
に
よ
る
干
渉
の
欠
如
と
し
て
の
個
人
の
自
由
が
不
十
分
な
も
の
と
し
て
批
判

さ
れ
る
場
合
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑
む
し
ろ
社
会
関
係
の
う
ち
で
こ
そ
可
能
に
な
る
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
る
自
由
の
概
念
に
か
ん

し
て
も
︑
ご
く
雑
駁
に
い
っ
て
︑
共
同
体
主
義
︑
共
和
主
義
︑
新
共
和
主
義
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
︑
等
々
の
視
点
ご
と
に

多
様
で
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
で
議
論
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る3

︒

本
稿
は
︑
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
複
雑
な
議
論
そ
の
も
の
に
た
ち
入
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
両

者
の
区
別
を
ひ
と
つ
の
背
景
的
な
枠
ぐ
み
と
し
た
う
え
で
︑
和
辻
哲
郎
の
倫
理
学
体
系
に
お
け
る
自
由
論
の
一
断
面
を
考
察
し
て
み

る
こ
と
︑
そ
れ
が
こ
の
小
稿
の
目
的
と
な
る
︒

こ
の
あ
と
す
ぐ
に
整
理
し
て
み
る
と
お
り
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
自
由
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
︑
さ
し
あ
た
っ
て
そ
の
基
調
を

な
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
の
は
︑
右
に
確
認
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
積
極
的
自
由
と
ご
く
親
和
的
な
自
由
の
概
念
で
あ
る
︒
し
か
し

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
は
︑
な
か
ば
潜
在
的
に
︑
そ
れ
に
は
尽
き
な
い
︑
い
ま
ひ
と
つ
の
自
由
の
あ
り
方

が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
消
極
的
自
由
を
あ
る
意
味
で
否
定
し
な
が
ら
も
︑
い
わ
ば
社
会
的

﹁
全
体
﹂
に
よ
る
自
己
規
定
と
い
っ
た
意
味
で
の
積
極
的
自
由
と
も
や
は
り
異
な
る
よ
う
な
自
由
で
あ
り
︑
結
論
を
先
ど
り
し
て
い

2
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え
ば
︑
既
存
の
共
同
態
お
よ
び
既
存
の
自
己
か
ら

0

0

﹁
可
能
的
な
間
柄
﹂
へ
の

0

0

超
出
と
い
う
べ
き
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
︒
そ
う
し
た

自
由
の
構
想
を
和
辻
倫
理
学
の
な
か
か
ら
つ
か
み
出
し
て
み
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
一
方
で
︑
そ
の
よ
う
な
自
由
の
概
念
が
︑
に
も

か
か
わ
ら
ず
十
分
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
理
由
の
一
端
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
︑
そ
の
こ
と
が
以
下
の
課
題
と
な
る
︒
ま

ず
は
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
自
由
論
の
大
枠
を
素
描
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
︑
そ
の
う
え
で
あ
ら
た
め
て
問
い
を
設
定
し
て
み
る

こ
と
に
し
た
い
︒

一　

二
つ
の
自
由 
―
― 

問
題
の
設
定

少
な
く
と
も
成
熟
期
に
お
け
る
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
そ
も
そ
も
﹁
自
由
﹂
が
問
題
と
な
り
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
お
そ
ら

く
そ
の
こ
と
自
体
︑
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
と
い
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る4

︒
と
は
い
え
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
﹃
倫
理
学
﹄
に
お

い
て
和
辻
は
︑
自
由
を
﹁
倫
理
学
の
根
本
問
題
﹂
の
ひ
と
つ
と
し
て
把
握
し
︵10-27

︶5

︑
し
ば
し
ば
明
示
的
に
そ
れ
に
論
及
し
て

も
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
倫
理
学
体
系
の
な
か
で
の
自
由
の
概
念
規
定
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
は
そ
の
こ
と
に
関
連

し
た
一
節
を
﹃
倫
理
学
﹄
上
巻6

か
ら
引
き
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
自
由
論
に
一
定
の
見
通
し
を
つ
け
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒
和

辻
は
次
の
よ
う
に
︑
自
由
に
か
ん
す
る
概
念
史
的
な
整
理
を
行
い
な
が
ら
︑
自
ら
の
倫
理
学
の
う
ち
で
の
そ
の
位
置
づ
け
を
図
っ
て

い
る
︒カ

ン
ト
が
自
然
界
に
対
し
て
自
由
の
世
界
を
明
白
に
限
界
づ
け
て
以
来
︑﹁
自
由
﹂
の
概
念
を
倫
理
学
の
根
本
概
念
と
す
る

こ
と
は
︑
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
由
の
概
念
が
カ
ン
ト
風
に
確
定

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
自
由
の
概
念
規
定
は
︑
そ
の
種
々
な
る
型
式
を
通
じ
て
︑
ほ
ぼ
二
つ
の
潮
流
に
分

3
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類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
一
は
︑
国
家
︑
教
会
︑
家
族
等
の
何
で
あ
る
に
も
し
ろ
︑
と
に
か
く
全
体
的
な
る
も
の
か
ら
の
個0

人
の
解
放

0

0

0

0

で
あ
っ
て
︑
英
国
の
倫
理
学
者
が
問
題
と
し
た
の
は
主
と
し
て
こ
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
自
由
主
義
と
し
て

主
張
せ
ら
れ
て
来
た
経
済
的
政
治
的
等
の
立
場
も
こ
の
自
由
概
念
に
基
づ
く
︒
他
は
︑
己
れ
以
外
に
原
因
を
持
つ
こ
と
な
く
︑

自
ら
始
め
る
能
力

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
自
由
︑
す
な
わ
ち
我
々
の
﹁
自
由
﹂
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
自
己
原
因
性
で
あ
る
︒

こ
れ
は
自
己
に
よ
る
自
己
の
統
制
︑
す
な
わ
ち
自
律

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
カ
ン
ト
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
こ

の
自
律
は
︑
超
個
人
的
本
体
的
自
己
す
な
わ
ち
全
体
的
自
己
が
個
人
的
自
己
を
統
制
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
み
る
と
︑

第
一
の
自
由
は
個
人
を
全
体
か
ら
背
き
い
で
し
め
る
否
定
で
あ
り
︑
第
二
の
自
由
は
こ
の
否
定
を
さ
ら
に
否
定
す
る
と
こ
ろ

の
否
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
い
ず
れ
の
意
味
に
お
い
て
も
自
由
は
否
定
の
運
動

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
︒
こ
こ
に
自
由
が
人
間

存
在
の
理
法
で
あ
る
こ
と
は
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
︒︵10-145f.

︶

た
く
さ
ん
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
ひ
と
ま
ず
は
︑
こ
こ
に
い
わ
れ
る
二
つ
の
自
由
の
各
々
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
ま
た
そ

れ
ら
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
︑
少
し
補
い
な
が
ら
整
理
し
て
お
く
︒

ま
ず
﹁
第
一
の
自
由
﹂
は
︑﹁
全
体
的
な
る
も
の
か
ら
の
個
人
の
解
放

0

0

0

0

0

﹂
を
意
味
す
る
︒
そ
れ
は
原
型
的
に
は
︑︵
こ
こ
で
直
接

名
前
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑︶
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
﹁
外
的
障
害
の
欠
如
﹂
と
し
て
の
自
由
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
﹁
強
制
に

対
立
す
る
﹂
も
の
と
し
て
の
自
由
に
連
な
る
よ
う
な
否
定
的
な
か
た
ち
で
の
自
由7

で
あ
り
︑
バ
ー
リ
ン
の
い
う
﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂

と
し
て
の
消
極
的
自
由
と
重
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
国
家
︑
教
会
︑
家
族
等
﹂
の
﹁
全
体
的
な
る
も
の
﹂
へ
の
従
属

や
そ
の
拘
束
・
干
渉
か
ら
の
﹁
個
人
﹂
の
解
放
を
意
味
す
る
こ
う
し
た
自
由
に
つ
い
て
︑
和
辻
は
﹃
倫
理
学
﹄
を
含
む
多
様
な
テ

ク
ス
ト
で
広
く
言
及
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
そ
れ
を
﹁
個
人
を
全
体
か
ら
背
き
い
で
し
め
る
否
定
﹂
と
い
い
か
え
て
も
い
る
よ
う
に
︑

し
ば
し
ば
そ
の
成
り
立
ち
を
﹁
背
き
出
る
﹂
こ
と
︑﹁
人
倫
的
な
全
体
か
ら
の
背
反
﹂
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
︵cf. 10-123f., 

4
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︶︒
こ
れ
に
対
し
︑﹁
第
二
の
自
由
﹂
は
い
わ
ば
﹁
自
己
原
因
性
﹂
と
し
て
の
自
由
で
あ
り
︑
実
質
的
に
は
﹁
自
己
に
よ
る
自
己
の
統

制
︑
す
な
わ
ち
自
律

0

0

﹂
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
︒
カ
ン
ト
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
由
と
ほ
ぼ
重
な
る
こ
の
自
律
と
し
て

の
自
由
は
︑
し
か
し
和
辻
の
視
点
に
お
い
て
は
︑
あ
く
ま
で
﹁
全
体
的
自
己
が
個
人
的
自
己
を
統
制
す
る
こ
と
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
︒
と
い
う
の
も
︑
カ
ン
ト
が
想
定
す
る
自
律
の
主
体
と
し
て
の
﹁
本
来
の
自
己8

﹂
は
︑
和
辻
の
カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
は
︑﹁
個

人
的
自
己
の
根
源
﹂
と
し
て
︑
普
遍
的
な
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
超
個
人
的
超
差
別
的
﹂
で
﹁
自
他
の
別
な
き
﹂
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
り

︵10-147f. ; 9-385

︶︑
そ
の
真
相
に
お
い
て
は
さ
ら
に
︑︵
カ
ン
ト
自
身
は
必
ず
し
も
自
覚
的
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
︑︶﹁
人
間
の
全

体
性
﹂︵10-148

︶︑﹁
生
け
る
全
体
性
﹂︵10-589

︶
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る9

︒
そ
の
か
ぎ
り
自
律
と

し
て
の
自
由
は
︑
本
来
は
﹁
生
け
る
全
体
が
自
ら
を
︑
す
な
わ
ち
そ
の
成
員
を
︑
律
す
る
こ
と
﹂︵9-58

︶︑
つ
ま
り
﹁
全
体
性
に
よ

る
自
己
限
定
﹂︵10-656

︶
を
意
味
す
る
も
の
と
な
り
︑
個
人
の
立
場
に
と
っ
て
そ
れ
は
ま
た
︑
個
々
の
﹁
私
﹂
を
去
っ
て
﹁
本
来

の
自
己
と
し
て
の
生
け
る
全
体
性
に
帰
来
す
る
﹂
こ
と
︵10-591

︶︑端
的
に
い
え
ば
﹁
個
人
の
全
体
へ
の
奉
仕

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︵11-63

︶
と
い
っ

た
こ
と
が
ら
を
も
さ
し
示
す
も
の
と
な
る
︒
こ
れ
は
ま
さ
し
く
︑
バ
ー
リ
ン
が
批
判
的
に
把
握
し
た
積
極
的
自
由
︑
つ
ま
り
社
会
的

全
体
と
し
て
の
﹁
真
の
自
己
﹂
へ
と
向
か
う
自
己
統
治
と
い
っ
た
意
味
で
の
自
由
と
等
し
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
れ
で
は
し
か
し
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
自
由10

は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
と
把
握
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
引
用
し
た
一
節
で
は
ひ
と

ま
ず
︑
第
二
の
自
由
は
第
一
の
自
由
を
﹁
否
定
す
る
﹂
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
も
っ
と
も
こ
の
否
定
は
︑
第
一
の
自
由
を
斥
け
る

と
い
っ
た
強
い
意
味
で
は
な
く
︑
な
か
ば
形
式
的
に
︑
個
人
に
対
し
て
全
体
が
否
定
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で

あ
り
︑
そ
の
意
味
で
両
者
は
﹁
二
つ
の
潮
流
﹂
と
し
て
軽
重
の
別
な
く
並
置
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︑
た
と
え
ば
そ
の
よ
う
に
見

る
こ
と
も
︑
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
と
は
い
え
︑
あ
ら
た
め
て
和
辻
倫
理
学
の
基
調
を
ふ
ま
え
て
考
え
て
み
る
な

ら
︑
や
は
り
両
者
は
た
ん
に
並
置
さ
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
む
し
ろ
︑
第
一
の
自
由
に
対
し
て

5
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第
二
の
自
由
が
︑
あ
る
い
は
個
人
の
解
放
と
い
う
消
極
的
自
由
に
対
し
て
全
体
的
自
己
に
よ
る
自
己
統
制
と
い
う
積
極
的
自
由
の
ほ

う
が
︑
和
辻
の
思
考
に
と
っ
て
は
る
か
に
重
き
を
な
し
︑
い
わ
ば
自
由
の
真
相
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
理
由
を
︑
こ
こ
で
は
二
点
あ
げ
て
お
く
︒

ま
ず
一
点
目
は
︑
和
辻
倫
理
学
の
い
わ
ば
論
理
構
造
に
か
か
わ
る
点
で
あ
る
︒
先
の
一
節
で
は
︑
ま
ず
個
人
の
解
放
と
い
う
第
一

の
自
由
が
︑
全
体
的
な
も
の
に
背
反
し
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
た
う
え
で
︑
全
体
的
な
も
の
へ
と
個
人
を
方
向
づ
け
る

第
二
の
自
由
が
︑
そ
の
第
一
の
自
由
を
さ
ら
に
否
定
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
︒
第
二
の
自
由
が
そ
れ
に
あ
た

る
と
い
わ
れ
る
こ
の
よ
う
な
否
定
の
あ
り
方
︑
つ
ま
り
﹁
否
定
の
否
定
﹂
は
︑
し
か
し
周
知
の
と
お
り
︑
和
辻
倫
理
学
の
論
理
構
造

に
あ
っ
て
は
︑
い
わ
ば
根
源
へ
の
還
帰
を
意
味
す
る
決
定
的
な
動
態
に
あ
た
り
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
人
倫
の
根
本
原
理

0

0

0

0

0

0

0

﹂
を
意
味
す
る
も

の
と
な
る
︵10-26

︶︒﹁
否
定
の
否
定
は
絶
対
的
全
体
性
の
自
己
還
帰
的
な
実
現
運
動
で
あ
り
︑
そ
う
し
て
そ
れ
が
ま
さ
に
人
倫
な

の
で
あ
る
﹂︵
同
︶︒
ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
︑
自
由
の
概
念
に
と
っ
て
も
︑
否
定
的
な
個
人
の
自
由
を
さ
ら
に
否
定
す
る
も
の
と
な
る

第
二
の
自
由
︑
つ
ま
り
全
体
的
な
も
の
へ
と
個
人
を
方
向
づ
け
る
よ
う
な
自
由
こ
そ
が
︑
よ
り
根
本
的
な
意
味
を
な
し
て
い
る
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
点
と
も
関
連
し
つ
つ
二
点
目
と
な
る
の
は
︑
し
ば
し
ば
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
﹁
全
体
性
の
偏
重
﹂︑
あ
る
い
は

﹁
全
の
個
に
対
す
る
優
位
﹂
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
ら
と
か
か
わ
る
点
で
あ
る11

︒
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
︑
和
辻
の

思
考
の
原
理
的
な
面
か
ら
す
れ
ば
︑
個
人
も
そ
れ
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
全
体
的
な
も
の
︵
有
限
的
な
全
体
︶
も
︑
い
ず
れ
も
実

体
的
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
え
ず
︑﹁
絶
対
的
否
定
性
﹂
も
し
く
は
﹁
空
﹂
と
呼
ば
れ
る
た
え
ざ
る
否
定
の
運
動
の
う
ち
に
等
し
く

位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
た
と
え
ば
和
辻
の
実
際
の
論
述
に
あ
っ
て
は
︑
個
に
対
し
て
全
体
的
な
も
の
︵
け
っ

き
ょ
く
は
有
限
的
全
体12

︶
に
重
き
が
お
か
れ
︑
そ
う
し
た
全
体
へ
の
個
の
没
入
や
奉
仕
が
倫
理
の
実
相
と
し
て
説
か
れ
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
は
う
ち
消
し
え
な
い
︒
た
と
え
ば
﹃
倫
理
学
﹄
中
巻
の
国
家
を
め
ぐ
る
節
で
︑
和
辻
は
国
家
が
そ
の
﹁
個
々
の
成
員
﹂
に

6
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対
し
て
ひ
と
ま
ず

0

0

0

0

﹁
居
住
の
自
由
︑
通
信
の
自
由
︑
信
教
の
自
由
︑
言
論
の
自
由
﹂
等
々
を
︑
つ
ま
り
は
諸
々
の
具
体
的
な
個
人
の

自
由
を
保
証
す
る
と
し
た
う
え
で
︑
さ
ら
に

0

0

0

次
の
よ
う
に
説
く
︒

国
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
倫
的
組
織
の
体
系
的
自
覚
と
し
て
高
次
の
人
倫
的
組
織
で
あ
る
よ
う
に
︑
国
家
の
成
員
も
ま
た
そ
れ
ぞ

れ
の
成
員
性
の
体
系
的
自
覚
と
し
て
高
次
の
成
員
性
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
こ
こ
で
は
右
の
ご
と
き
一
切
の
自
由
を
さ

え
も
自
ら
放
擲
し
て
究
極
的
な
人
間
の
全
体
性
に
没
入
す
る
と
こ
ろ
の
究
極
的
な
去
私
が
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る13

︒︵10-
607

︶

国
家
の
成
員
が
担
う
べ
き
﹁
高
次
の
成
員
性
﹂
に
あ
っ
て
は
︑
個
人
の
解
放
と
し
て
の
自
由
は
個
々
の
成
員
が
自
ら
﹁
放
擲
﹂
す

べ
き
も
の
と
な
り
︑
そ
う
し
た
﹁
究
極
的
な
去
私
﹂
に
お
い
て
﹁
究
極
的
な
人
間
の
全
体
性
に
没
入
す
る
﹂
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒

こ
う
し
た
一
節
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
個
と
全
体
を
め
ぐ
る
和
辻
の
視
点
を
ふ
ま
え
る
か
ぎ
り
︑
全
体
性
へ
と
向
か
う

積
極
的
自
由
が
よ
り
本
質
的
な
意
味
で
の
自
由
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
自
明
で
さ
え
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
て
み
る
と
︑
自
由
を
め
ぐ
る
和
辻
の
思
考
に
お
い
て
は
︑
個
人
の
解
放
と
し
て
の
自
由
も
︑
た
し
か
に
考
慮
の
対
象
と
な

り
︑
そ
の
倫
理
学
体
系
の
う
ち
で
自
由
の
ひ
と
つ
の
あ
り
方
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
︑
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
︑
す
ぐ

れ
た
自
由
の
概
念
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
全
体
性
の
自
己
限
定
と
い
う
意
味
で
の
自
由
︑
そ
れ
ゆ
え
お
そ
ら
く
は
強
い
共

同
体
主
義
的
な
自
由14

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
あ
ら
た
め
て
バ
ー
リ
ン
の
視
点
に
そ
く
し
て
い
う
な
ら
︑
他
者
に
よ
る
強

制
や
干
渉
か
ら
の
自
由
と
い
う
消
極
的
自
由
は
︑
い
わ
ば
否
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
︑︵
国
家
等
に
よ
る
諸
個
人
の
社

会
的
統
制
を
含
む
よ
う
な
︑︶
社
会
的
全
体
へ
と
向
か
う
積
極
的
自
由
こ
そ
が
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
自
由
の
真
相
を
な
す
も
の

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
︒

7
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こ
の
よ
う
な
︑
お
そ
ら
く
は
比
較
的
想
定
し
や
す
い
整
理
の
し
か
た
は
︑
と
は
い
え
︑
は
た
し
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
︒

つ
ま
り
︑ほ
ん
と
う
に
自
由
を
め
ぐ
る
和
辻
の
思
考
︑い
わ
ば
動
態
と
し
て
の
﹁
間
柄
﹂
に
か
か
わ
る
そ
の
思
考
の
奥
行
き
に
見
合
っ

た
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
を
問
う
こ
と
に
本
稿
の
お
も
な
関
心
が
あ
る
︒

い
ま
急
ぎ
足
で
確
認
し
て
み
た
と
お
り
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
は
︑
全
体
性
へ
と
向
か
う
自
由
の
概
念
に
重
き
が
お
か
れ
て
い

る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
し
か
し
︑
和
辻
の
思
考
に
お
け
る
自
由
の
構
想
全
体
が
そ
う
し
た
も
の
に
尽
き
る
こ

と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
和
辻
倫
理
学
の
う
ち
に
は
︑
バ
ー
リ
ン
が
批
判
的
に
捉
え
る
よ
う
な
積
極
的
自
由
︑
あ
る

い
は
国
家
と
い
っ
た
全
体
性
へ
の
没
入
や
奉
仕
と
い
う
あ
り
方
に
は
回
収
さ
れ
え
な
い
︑
い
ま
ひ
と
つ
の
自
由
の
あ
り
方
が
胚
胎
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
以
下
を
先
ど
り
し
て
い
え
ば
︑
そ
れ
は
︑
個
人
の
自
由
の
あ
る
一
面
を
斥
け
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
も
︑

い
わ
ば
解
放
と
い
う
そ
の
成
り
立
ち
を
分
け
も
ち
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
︑
現
実
の
共
同
性
に
背
反
し
︑
既
存
の
全
体
性
か
ら
超
出
す

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
可
能
的
な
﹁
間
柄
﹂︑
ま
だ
現
存
し
て
い
な
い
他
者
と
の
関
わ
り
へ
と
積
極
的
に
向
か
う
も
の
と
い
え
る

よ
う
な
自
由
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
自
由
の
概
念
に
あ
っ
て
は
︑
件
の
二
つ
の
自
由
︑
つ
ま
り
第
一
の
自
由
と
第
二
の
自
由
︑
消
極
的

自
由
と
積
極
的
自
由
は
︑
た
だ
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
自
由
の
異
な
る
二
つ
の
側
面
と
い
う
か
た

ち
で
そ
の
要
素
が
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
次
節
で
は
︑
ま
ず
﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
と
い
う
べ
き
成
り
立
ち

に
つ
い
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
︑和
辻
倫
理
学
に
潜
在
し
て
い
る
い
ま
ひ
と
つ
の
自
由
の
概
念
を
め
ぐ
る
考
察
に
と
り
か
か
り
た
い
︒

二　

自
由
と
否
定

消
極
的
自
由
の
も
と
に
見
い
だ
さ
れ
る
﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
と
い
う
あ
り
方
は
︑
自
由
を
め
ぐ
る
和
辻
の
思
考
の
一
面
に
あ
っ
て

は
︑
じ
つ
は
け
っ
し
て
副
次
的
な
も
の
を
意
味
し
な
い
︒
む
し
ろ
そ
れ
は
︑
い
わ
ば
よ
り
徹
底
し
た
か
た
ち
で
︑
す
ぐ
れ
た
自
由
の

8
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本
質
的
な
成
り
立
ち
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
︑
積
極
的
自
由
か
ら
区
別
さ
れ
た
個
人

の
解
放
と
し
て
の
自
由
が
︑
和
辻
に
よ
っ
て
と
き
に
︑
な
か
ば
目
的
論
的
な
か
た
ち
で
肯
定
的
に
論
及
さ
れ
て
も
い
る15

と
い
う
意

味
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
あ
く
ま
で
︑
自
由
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
不
可
欠
の
構
造
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
そ
れ
ゆ
え

ま
た
︑
さ
し
あ
た
っ
て
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
自
由
の
い
ず
れ
に
も
貫
か
れ
る
も
の
と
し
て
︑
そ
う
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
と
く
に
︑
和
辻
の
視
点
に
お
い
て
は
自
由
そ
の
も
の
が
﹁
否
定
﹂
と
し
て
︑
し
か
も
否
定
の
﹁
運
動
﹂

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
点
を
介
し
て
︑
よ
り
明
確
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒︵
や
や
く
り
返
し
に
な
る
点
も
含
め
て
︑︶
い
く
つ
か
の

論
点
を
補
い
な
が
ら
整
理
し
て
み
る
︒

ま
ず
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
と
す
れ
ば
︑和
辻
に
と
っ
て
自
由
と
は
︑す
ぐ
れ
て
﹁
否
定
﹂
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
自0

由
の
真
相

0

0

0

0

﹂
は
﹁
絶
対
的
否
定
性

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
ぬ
﹂︵10-146

︶
の
で
あ
り
︑
端
的
に
い
え
ば
︑﹁
自
由
即
否
定
﹂︵
同
︶
で
あ
る
︒

あ
る
い
は
︑﹃
倫
理
学
﹄
下
巻
で
和
辻
は
︑人
類
創
世
を
め
ぐ
る
﹁﹃
旧
約
﹄
の
神
話
﹂
に
そ
く
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
︒

︙
︙
神
が
禁
止
の
命
令
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
︑
人
間
が
そ
れ
を
犯
す
と
い
う
こ
と
と
相
表
裏
し
て
い
る
︒
神
意
が
否
定

の
形
に
表
現
せ
ら
れ
た
よ
う
に
︑
人
間
の
歴
史
も
否
定
を
も
っ
て
始
ま
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
否
定
こ
そ
自
由
と
呼
ば
れ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い16

︒︵11-57

︶

あ
く
ま
で
﹁
否
定
﹂
に
自
由
の
概
念
を
見
い
だ
す
こ
う
し
た
和
辻
の
言
葉
を
文
字
ど
お
り
受
け
と
る
と
す
れ
ば
︑
自
由
と
は
す
べ

か
ら
く
︑
否
定
と
い
う
成
り
立
ち
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
と
は
い
え
︑
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
︑
自
由
が
否
定
で
あ

る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
し
て
ま
た
そ
れ
は
件
の
二
つ
の
自
由
に
あ
っ
て
は
さ
し
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

9
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ま
ず
第
一
の
自
由
に
つ
い
て
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
自
明
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
何
ら
か
の
全
体
的
な
も
の
か
ら
の
個
人
の

﹁
解
放
﹂
な
い
し
﹁
背
反
﹂
と
い
う
あ
り
方
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
そ
れ
で
は
︑
第
二
の
自
由
︑
全
体
性
に
よ
る
自
己
限
定
と
し
て
の

自
由
に
か
ん
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
前
節
の
は
じ
め
に
引
い
た
一
節
で
は
︑
第
二
の
自
由
も
ま
た
否
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

た
︒
た
だ
し
そ
れ
は
︑
な
か
ば
形
式
的
な
意
味
で
の
こ
と
と
も
い
え
︑
全
体
的
自
己
の
自
己
統
制
と
い
う
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
と
の

関
連
は
必
ず
し
も
見
や
す
く
は
な
か
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
お
そ
ら
く
は
︑
第
二
の
自
由
に
か
ん
し
て
も
︵
そ
し
て
先
の
一

節
に
あ
っ
て
も
ま
た
︶︑
否
定
は
実
質
的
に
解
放
や
背
反
と
い
う
あ
り
方
と
等
し
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
そ
れ
は
た
と
え
ば
︑全
体
的
な
も
の
へ
と
向
か
う
﹁
去
私
没
我
﹂︵10-591

︶︑す
な
わ
ち
﹁﹁
私
﹂
を
去
る
こ
と
﹂︵
同
︶︑﹁﹁
自
﹂

の
没
却
﹂︵10-237

︶
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
と
し
て
︑
そ
れ
ゆ
え
や
や
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
い
わ
ば
間
柄
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ

た
か
た
ち
で
﹁
個
﹂
で
あ
り
﹁
自
己
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
︑
そ
れ
か
ら
背
き
出
る
と
い
っ
た
あ
り
よ
う
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る17

︒ 

こ
う
し
た
意
味
で
︑
ま
ず
さ
し
あ
た
り
は
︑
い
ず
れ
の
自
由
に
か
ん
し
て
も
﹁
自
由
即
否
定
﹂
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
た

だ
し
こ
の
よ
う
な
整
理
の
仕
方
だ
け
で
は
︑
な
お
多
分
に
外
面
的
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の
か
ぎ
り
で
は
︑
二

つ
の
自
由
の
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
︑
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
二
つ
の
否
定
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る

よ
う
に
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑︵
和
辻
自
身
の
論
述
に
そ
の
よ
う
な
理
解
を
可
能
に
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
は
否
め

な
い
と
し
て
も
︑︶
自
由
を
﹁
否
定
の
運
動

0

0

0

0

0

﹂︵10-146, 328
︶
と
み
な
す
和
辻
の
思
考
の
あ
り
う
る
射
程
か
ら
す
れ
ば
︑
た
ん
に
そ

れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
た
だ
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

﹁
否
定
の
運
動
﹂
と
し
て
自
由
が
構
想
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
全
体
で
あ
れ
個
人
で
あ
れ
︑
何
か
固
定
的
な
あ
り
方
に
囚
わ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
︑
そ
の

こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
動
態
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
︒

も
と
よ
り
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
は
︑﹁
人
間
存
在
﹂
そ
の
も
の
が
﹁
否
定
の
運
動
﹂
と
捉
え
ら
れ
る
︵10-26

︶︒
個
人
に
か
か

10
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わ
る
も
の
ご
と
も
︑
共
同
体
や
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
も
︑
い
ず
れ
も
す
べ
て
︑
自
立
し
た
も
の
で
も
実
体
的
な
存
在
を
も
つ

も
の
で
も
な
く
︑絶
対
的
否
定
性
あ
る
い
は
動
的
な
間
柄
に
お
け
る
流
動
化
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
︵10-106f.

︶︒
た
だ
し
和
辻
は
︑

﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
否
定
の
運
動
が
と
き
に
停
止
し
︑
何
か
確
固
た
る
あ
り
方
と
し
て

存
在
す
る
か
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
︒

︙
︙
我
々
は
人
間
存
在
に
お
い
て
否
定
の
運
動
が
停
滞

0

0

す
る
場
合
を
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
絶
対

的
否
定
性
の
運
動
そ
の
も
の
が
停
滞
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
︒
人
間
存
在
は
否
定
の
運
動
に
お
い
て
成
り
立
ち

な
が
ら
︑
し
か
も
そ
の
本
質
よ
り
顚
落
し
非
本
来
的
な
存
在
様
態
に
陥
る
︒
そ
の
時
人
間
存
在
の
中
に

0

0

0

0

0

0

0

停
滞
︑
固
定
が
生
ず

る
の
で
あ
る
︒︵10-142f.
︶

こ
こ
で
﹁
人
間
存
在
﹂
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
﹁
停
滞
︑
固
定
﹂
は
︑
い
わ
ば
全
と
個
の
い
ず
れ
の
か
た
ち
で
も
現
わ
れ
る
︒
す

な
わ
ち
一
方
で
は
︑﹁
有
機
体
に
近
似
せ
る
社
会
﹂︵10-143

︶︑
あ
る
い
は
﹁
硬
化
し
因
襲
化
し
て
個
人
の
自
覚
を
極
端
に
抑
制
す

る
ご
と
き
社
会
﹂︵10-297

︶
と
い
っ
た
か
た
ち
で
︑
他
方
で
は
ま
た
︑﹁
ア
ト
ム
の
並
在
に
近
似
せ
る
個
人
﹂︵10-143

︶︑
も
し
く

は
﹁
個
別
化
せ
る
も
の
﹂
が
﹁
そ
の
個
別
性
に
立
ち
留
ま
っ
て
﹂︵10-300

︶
し
ま
っ
た
あ
り
よ
う
と
し
て
の
﹁
ア
ト
ム
的
な
個
人
﹂

︵10-332

︶
と
い
う
か
た
ち
で
生
起
す
る
の
で
あ
る
︒
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
︑
流
動
化
に
開
か
れ
る
こ
と
な
く
︑
何
か
確
固
た
る
あ

り
方
に
と
ど
ま
り
続
け
る
か
に
見
え
る
固
定
的
な
あ
り
よ
う
を
否
定
し
て
︑
そ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
︑
そ
の
こ
と
こ
そ
が
ま
ず

は
す
ぐ
れ
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
否
定
に
た
え
ず
開
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
自
由
の
運
動
で
あ
る
と
い
え

る
︒
こ
の
意
味
で
自
由
と
は
︑
た
と
え
ば
現
存
の
共
同
体
︑
既
存
の
全
体
性
か
ら
背
き
出
る
こ
と
で
あ
る
一
方
で
︑
そ
の
否
定
の
運

動
が
停
滞
し
︑
何
か
確
固
と
し
た
個
で
あ
る
こ
と
へ
の
囚
わ
れ
が
生
じ
る
場
合
は
︑
逆
に
そ
う
し
た
既
存
の
個
︑
自
己
へ
の
固
執
か

11
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ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
意
味
で
︑全
と
個
の
い
ず
れ
で
あ
れ
︑固
定
化
さ
れ
た
既
存
の
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
動
的
な
あ
り
方
こ
そ
が
︑

ま
ず
和
辻
の
思
考
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
由
で
あ
り
︑
そ
こ
に
は
﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
と
い
う
成
り
立
ち
が
よ
り
徹
底
し

た
か
た
ち
で
貫
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る18

︒
と
こ
ろ
で
し
か
し
︑
和
辻
の
視
点
に
あ
っ
て
自
由
と
は
︑
そ
の
よ
う

な
﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
と
い
う
あ
り
方
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
和
辻
の
考
え
る
自
由
に
と
っ
て
は
︑
前
節
で
確
認

し
て
み
た
か
ぎ
り
で
も
︑﹁
~
へ
の
自
由
﹂
と
い
う
積
極
的
自
由
の
あ
り
方
が
ご
く
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒
も
し

も
以
上
の
よ
う
な
否
定
の
運
動
が
和
辻
の
思
考
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
自
由
の
あ
り
方
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
で
は
︑﹁
~
へ

の
自
由
﹂
と
い
う
こ
と
が
ら
は
ど
の
よ
う
に
く
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
節
を
あ
ら
た
め
て
そ
の

こ
と
を
考
え
て
み
た
い
︒

三　

間
柄
と
自
由

（
１
）
間
柄
か
ら
間
柄
へ
の
自
由

﹁
~
へ
の
自
由
﹂
と
い
う
積
極
的
自
由
の
成
り
立
ち
は
︑
そ
も
そ
も
は
真
の
自
己
と
い
っ
た
何
か
本
来
的
な
も
の
へ
と
方
向
づ
け

ら
れ
る
自
己
規
定
の
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
和
辻
が
ひ
と
ま
ず
区
別
す
る
二
つ
の
自
由
の
う
ち
︑
第
二
の
自
由
は
︑
ま

さ
に
そ
う
し
た
方
向
づ
け
を
有
し
︑
全
体
的
自
己
な
い
し
全
体
性
へ
と
向
か
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
は
し
か
し
︑
い
ま
考
え
て

み
た
よ
う
に
︑
和
辻
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
自
由
が
︑
固
定
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
の
た
え
ざ
る
解
放
と
い
う
﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
の
徹

底
と
し
て
ま
ず
特
徴
づ
け
ら
れ
る
と
し
た
場
合
︑
そ
う
し
た
自
由
の
あ
り
方
は
︑
は
た
し
て
﹁
~
へ
の
自
由
﹂
と
い
う
成
り
立
ち
を

共
有
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
︑
と
り
わ
け
第
一
の
自
由
に
対
応
す
る
そ
の
あ
り
方
︑
つ
ま
り
固
定
的
な
全
体
性
と
し

12
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て
現
わ
れ
る
も
の
か
ら
の
解
放
と
い
う
自
由
の
一
側
面
に
と
っ
て
は
︑
何
か
全
体
的
な
も
の
へ
と
向
か
う
よ
う
な
方
向
づ
け
は
そ
も

そ
も
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

た
と
え
ば
バ
ー
リ
ン
の
視
点
に
あ
っ
て
は
︑
消
極
的
自
由
に
そ
う
し
た
特
定
の
方
向
づ
け
が
欠
如
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
︑

そ
れ
ゆ
え
消
極
的
自
由
が
他
者
に
よ
る
干
渉
の
不
在
と
い
う
機
会
概
念
に
と
ど
ま
り
う
る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
自
由
が
支
配
や
抑
圧
に

転
じ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
枢
要
な
点
と
み
な
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑﹁
人
間
の
第
一
の
規
定
﹂
を
ま
ず
も
っ
て
﹁﹁
間
柄
﹂
に
お
け

る
人
で
あ
る
こ
と
﹂︵8-138

︶
と
し
て
把
握
す
る
和
辻
の
思
考
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
と
い
う
否
定
的
な
自
由
の
あ
り

方
も
︑
個
人
の
解
放
と
い
う
か
た
ち
で
現
わ
れ
る
自
由
の
側
面
も
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
が
︑
あ
く
ま
で
共
同
的
な
も
の
︑
何
ほ
ど

か
全
体
的
な
も
の
に
お
い
て
︑
何
ら
か
の
間
柄
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
︑
他
者
と
の
関
わ
り
へ
向
か
う
も
の
と
し
て
こ
そ
可
能
に
な
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
の
﹁
倫
理
学
の
方
法
﹂
に
か
か
わ
る
節
で
︑
た
と
え
ば
和
辻
は
︑﹁
学
問
す
な
わ
ち

﹁
問
う
こ
と
﹂﹂
と
い
う
ひ
と
ま
ず
は
や
や
別
の
主
題
を
め
ぐ
り
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

人
は
人
間
関
係
を
離
れ
て
た
だ
孤
り
書
斎
に
お
い
て
自
然
対
象
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
彼
は
︑
こ
れ
も
ま

た
畢
竟
人
間
の
問
い
で
あ
る
と
い
う
事
態
か
ら
い
か
に
し
て
脱
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
が
そ
の
問
題
を
他
の
探
求
者
と
と

も
に
論
ず
る
時
に
は
︑
彼
は
す
で
に
そ
の
問
い
を
共
同
の
問
い
と
し
て
人
間
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
い
か
に
極
端
な
孤

立
的
自
我
の
主
張
と
い
え
ど
も
︑
そ
れ
が
友
人
に
向
か
っ
て
︑
あ
る
い
は
教
場
に
お
い
て
︑
共
通
の
言
語
に
よ
っ
て
主
張
せ

ら
れ
る
限
り
は
す
で
に
人
々
の
間
に
置
か
れ
た
人
間
の
問
い
で
あ
る
︒︵10-32

︶

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
さ
し
あ
た
り
ひ
と
は
﹁
人
間
関
係
を
離
れ
て
﹂︑
ひ
と
り
﹁
問
い
﹂
に
沈
潜
す
る

こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
に
問
い
を
た
て
︑
思
考
を
営
む
こ
と
は
︑
そ
の
こ
と
自
体
が
す

13
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で
に
︑
広
い
意
味
で
﹁
人
々
の
間
﹂
に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
可
能
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
︑
た
と
え
ば
﹁
友
人
に
向

か
っ
て
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
他
の
学
者
た
ち
を
相
手
に
し
て
﹂︵9-135

︶
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
も
う
少
し
一
般
化
し
て
い
う
な

ら
︑
間
柄
か
ら
離
脱
し
︑
全
体
的
な
何
か
か
ら
背
き
出
る
こ
と
は
︑
じ
つ
は
そ
の
こ
と
自
体
︑
一
定
の
間
柄
に
お
い
て
︑
何
ら
か
の

共
同
性
へ
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
︑﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
は
︑
あ
く
ま
で
間
柄
の
う
ち

で
︑
間
柄
へ
と
向
か
う
も
の
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
り
︑
そ
し
て
ま
た
︑
全
体
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
と
い
う
自
由
の
側
面
は
︑
む

し
ろ
何
ら
か
の
全
体
的
な
も
の
へ
と
向
け
た
自
由
の
あ
り
方
と
た
だ
ち
に
重
な
り
あ
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る19

︒

こ
う
し
た
意
味
で
︑
全
体
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
︑
い
わ
ば
間
柄
か
ら
の

0

0

0

自
由
は
︑
じ
つ
は
同
時
に
︑
全
体
的
な
も
の
へ
の
方
向

づ
け
で
あ
り
︑
間
柄
へ
の

0

0

自
由
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
自
由
と
は
い
わ
ば
︑
全
体
的
な
も
の
か
ら
全
体
的
な
も
の
へ
の
︑
間
柄
か
ら

間
柄
へ
の
自
由
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
こ
と
が
何
ほ
ど
か
有
意
味
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
た
め
に
は
︑
二
つ
の
間
柄
の
あ

い
だ
に
︑
つ
ま
り
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
そ
こ
へ
と
向
か
う
べ
き
も
の
と
の
あ
い
だ
に
︑
何
ら
か
の
差
異
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
和
辻
の
あ
り
う
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
差
異
と
は
い
わ
ば
︑
様
相
も
し
く
は
時
間
に
か
か
わ
る

差
異
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑︵
こ
の
あ
と
す
こ
し
別
の
論
点
を
介
し
て
た
ち
入
っ
て
考
え
て
み
る
よ
う
に
︑︶
現
実
の
︑

す
で
に
あ
る
間
柄
か
ら
︑
可
能
的
な
︑
ま
だ
な
い
間
柄
へ
と
向
け
て
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
︑
ま
さ
に
そ
う
し
た
こ
と
が
和
辻
の
思

考
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
自
由
の
基
本
的
な
成
り
立
ち
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
さ
ら
に
と
り
急
ぎ
確
認
し
て
お
か
れ
る
べ
き
は
︑
間
柄
か
ら
間
柄
へ
と
向
か
う
こ
う
し
た
自
由

の
あ
り
方
が
︑
た
だ
た
ん
に
︑
全
体
的
な
も
の
か
ら
の
背
反
と
い
う
自
由
の
側
面
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒
そ
れ
は
む
し
ろ
︑﹁
去
私
没
我
﹂
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
自
由
の
も
う
一
方
の
側
面
︑
つ
ま
り
確
固
と
し
た
個
や
自
己
に
囚

わ
れ
る
こ
と
か
ら
の
解
放
と
し
て
現
わ
れ
る
自
由
の
側
面
に
つ
い
て
も
︑
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
和
辻

の
思
考
に
あ
っ
て
は
︑た
と
え
ば
マ
ル
ク
ス
の
視
点
に
そ
く
し
て
﹁
一
定
の
社
会
関
係

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
初
め
て
独
立
な
個
人
の
立
場

0

0

が
生
じ
た
﹂

14

_倫理学紀要　第28輯.indb   14_倫理学紀要　第28輯.indb   14 2021/03/05   10:21:592021/03/05   10:21:59



︵10-89

︶
と
い
わ
れ
る
と
お
り
︑
端
的
に
自
立
的
な
個
や
確
固
た
る
自
己
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
は
︑
一
定
の
間
柄
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
あ
る
種
の
仮
象
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
ま
た
︑
否
定
の
運
動
が
停
止
し
て
既
存
の
個
や
自
己
へ
の
固
執
が
生
じ
る
こ
と

は
︑そ
の
こ
と
自
体
︑何
ら
か
の
間
柄
の
あ
り
方
を
い
わ
ば
結
晶
化
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
既
存
の
個
や
自
己
へ
の
固
執
か
ら
脱
し
て
何
ら
か
の
全
体
性
へ
と
向
か
う
と
い
う
自
由
は
︑
じ
つ
は
あ
く
ま
で
︑
そ

う
し
た
個
や
自
己
へ
の
囚
わ
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
既
存
の
間
柄

0

0

か
ら
解
放
さ
れ
︑
そ
れ
と
は
異
な
る
可
能
的
な
間
柄

0

0

へ
と
向
か
う

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
う
し
て
ひ
と
ま
ず
︑
和
辻
の
思
考
に
あ
っ
て
︑
否
定
の
運
動
と
し
て
の
自
由
は
﹁
~
へ
の
自
由
﹂
と
い
う
積
極
的
自
由
の
成

り
立
ち
と
む
し
ろ
不
可
分
で
あ
り
︑
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
由
は
既
存
の
間
柄
か
ら
可
能
的
な
間
柄
へ
の
解
放
と
い
う
べ
き
も
の
と

み
な
さ
れ
う
る
こ
と
が
︑
お
お
む
ね
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
お
そ
ら
く
は
い
う
ま
で
も
な
く
︑
以
上
に
急
ぎ

足
で
行
っ
た
整
理
の
あ
り
方
は
多
分
に
形
式
的
で
あ
り
︑
粗
略
で
も
あ
っ
た
︒
ひ
と
ま
ず
素
描
さ
れ
た
そ
う
し
た
自
由
の
も
う
少
し

た
ち
入
っ
た
成
り
立
ち
に
つ
い
て
︑
そ
し
て
と
り
わ
け
可
能
的
な
間
柄
へ
と
向
か
う
自
由
と
い
う
こ
と
が
ら
の
仔
細
に
つ
い
て
︑
あ

ら
た
め
て
和
辻
自
身
の
視
点
に
そ
く
し
な
が
ら
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
と
く
に
︑﹁
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
﹂

な
い
し
﹁
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
﹂
と
い
う
一
種
の
時
間
的
構
造
を
め
ぐ
る
和
辻
特
有
の
思
考
に
焦
点
を
あ
て
︑
そ
の
こ
と
を
試
み
て

み
た
い
︒（

２
）「
可
能
的
な
間
柄
」
へ
の
超
出

﹁
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
﹂
と
い
う
時
間
的
構
造
を
め
ぐ
る
和
辻
の
思
考
は
︑
そ
の
行
為
論
︑
と
く
に
時
間
論
を
特
徴
づ
け
る
も
の

と
し
て
し
ば
し
ば
論
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が20

︑
じ
つ
は
︑
和
辻
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
自
由
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要

な
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
ず
は
考
察
の
出
発
点
と
し
て
︑︵﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
に
や
や
先
立
つ
︶﹃
風

15
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土
﹄
の
一
節
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
同
書
第
一
章
の
終
わ
り
に
近
い
箇
所
で
︑和
辻
は
人
間
の
自
己
了
解
に
お
け
る
﹁
風
土
的
負
荷
﹂

に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

も
と
よ
り
我
々
の
存
在
は
た
だ
に
負
荷
的
性
格
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
ま
た
自
由
の
性
格
を
持
つ
︒
す
で
に
有
る
こ
と
で
あ
り

つ
つ
あ
ら
か
じ
め
有
る
こ
と
で
あ
り
︑
負
荷
さ
れ
つ
つ
自
由
で
あ
る
︑
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
我
々
の
存
在
の
歴
史
性
が
見
ら

れ
る
︒
し
か
し
そ
の
歴
史
性
が
風
土
性
と
相
即
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
負
荷
が
過
去
を
背
負
う
に
留
ま
ら
ず
ま
た
風
土

を
背
負
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
風
土
的
規
定
は
人
間
の
自
由
な
る
発
動
に
も
ま
た
一
定
の
性
格
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
︒︵8-21

︶

こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
︑﹁
す
で
に
有
る
﹂
と
は
﹁
負
荷
的
性
格
﹂
を
も
つ
存
在
の
仕
方
で
あ
り
︑﹁
過
去
を
背
負
う
﹂
と
同
時

に
﹁
風
土
を
背
負
う
﹂
存
在
の
あ
り
よ
う
と
み
な
さ
れ
る
︒
そ
の
一
方
で
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
有
る
﹂
と
は
﹁
自
由
の
性
格
﹂
を
も
つ

存
在
の
仕
方
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
﹁
す
で
に
﹂﹁
あ
ら
か
じ
め
﹂
あ
る
と
は
︑﹁
負
荷
さ
れ
つ
つ
自
由
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
と
同

義
と
な
る
︒
と
は
い
え
︑
あ
ら
た
め
て
い
え
ば
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
有
る
﹂
と
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
事
態
を
指
し
︑
そ
し
て
そ
れ
は

い
か
な
る
意
味
で
﹁
自
由
で
あ
る
﹂
こ
と
と
重
な
り
あ
う
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
は
︑﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
論
を
め
ぐ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る
考
察
の
ほ
ぼ
導
入
部
と
な
る
一
節
で
あ
る21

︒
和
辻
は
︑﹁
不
安
﹂
の
分
析
を
介
し
て
﹁
気
づ
か
い
﹂︵Sorge

︶︵
和
辻
に

よ
れ
ば
﹁
関
心
﹂︶
の
構
造
を
論
じ
る
﹃
存
在
と
時
間
﹄
第
四
一
節
の
あ
る
箇
所22

を
読
み
と
き
な
が
ら
︑
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
︒

ま
ず
現
有
は
そ
の
有
に
お
い
て
こ
の
有
自
身
に
関
わ
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

︒
こ
の
﹁
︙
︙
に
関
わ
る
こ
と
﹂
は
自
己
固
有
の
可
能
性
に

16
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向
か
っ
て
脱
投
的
に
自
由
に
企
画
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
こ
の
自
己
固
有
の
可
能
性
に
対
し
て
﹁
自
由
で
あ
る
﹂
と

い
う
こ
と
は
︑
存
在
論
的
に
言
え
ば
︑
現
有
が
そ
れ
自
身
に
対
し
そ
の
有
に
お
い
て
い
つ
も
す
で
に
あ
ら
か
じ
め

0

0

0

0

0

︵vorw
eg

︶

有
る

0

0

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
現
有
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
い
つ
も
す
で
に
﹁
己
れ
を
超
え
て
外
に
﹂︵über sich hinaus

︶

有
る
︒
し
か
も
己
れ
で
な
い
他
の
存
在
者
に
か
か
わ
る
の
で
な
く
︑
己
れ
自
身
で
あ
る
可
能
性
に
向
か
っ
て
有
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
が
現
有
の
﹁
己
れ
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
有
る
こ
と
﹂︵das Sich-vorw

eg-sein

︶
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
現
有
は
世
界

な
き
主
体
で
は
な
く
し
て
世
界
内
有
で
あ
る
︒
従
っ
て
世
の
中
に
有
る
と
い
う
こ
と
が
現
有
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
︒
言
い

か
え
れ
ば
︑
現
有
は
い
つ
も
す
で
に
一
つ
の
世
界
の
中
に
投
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
な
る
と
﹁
己
れ
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
有

る
こ
と
﹂
は
さ
ら
に
こ
の
新
し
き
規
定
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
﹁
世
の
中
に
す
で
に
有
る
こ
と
に
お

い
て
己
れ
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
有
る
こ
と
﹂︵Sich-vorw

eg-im
-schon-sein-in-einer-W

elt

︶
で
あ
る
︒︵10-225f.

︶

本
稿
の
文
脈
に
そ
く
し
た
か
た
ち
で
︑ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ス
ト
も
若
干
ふ
ま
え
つ
つ
︑要
点
の
み
整
理
し
て
み
る
︒
ま
ず
︑

﹁
現
有
﹂︵D

asein

︶が﹁
己
れ
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
有
る
こ
と
﹂︵
あ
る
い
は﹁
自
ら
に
先
立
っ
て︵vorw

eg

︶存
在
し
て
い
る
こ
と
﹂︶

と
は
︑
そ
れ
が
﹁
己
れ
自
身
で
あ
る
可
能
性
に
向
か
っ
て
有
る
﹂
こ
と
︵
も
し
く
は
﹁
現
存
在
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
存
在
可
能
へ
と

か
か
わ
る
存
在
﹂︵Sein zum

 Seinkönnen, das es selbst ist
︶︶
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
己
れ
を
超
え
て
外
に
﹂
あ
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
そ
う
し
た
現
有
の
あ
り
方
が
意
味
し
て
い
る
の
は
︑﹁
自
己
固
有
の
可
能
性
に
対
し
て
﹁
自
由
で
あ
る
﹂﹂
こ
と
︵
な
い
し

﹁
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
可
能
に
対
し
て

0

0

0

0

開
か
れ
て
い
る
こ
と
﹂︵das Freisein für das eigenste Seinkönnen

︶︶
な
の
で
あ
る
︒

要
す
る
に
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
﹂
あ
る
と
は
︑
ひ
と
が
現
存
す
る
自
ら
の
あ
り
方
を
つ
ね
に
何
か
し
ら
超
え
て
︑
自
ら
自
身
の
可
能

的
な
あ
り
方
へ
と
そ
の
つ
ど
向
か
い
︑
か
か
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
あ
り
よ
う
を
︑
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
に
そ
く
し
て
簡
潔

に
い
え
ば
︑
さ
し
あ
た
っ
て
は
︑﹁
実
存
す
る
﹂
こ
と
︑
な
い
し
﹁
実
存
的
な
投
企
﹂
を
ほ
ぼ
意
味
す
る23

︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な

17
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﹁
あ
ら
か
じ
め
﹂
あ
る
あ
り
方
︑
つ
ま
り
︑
既
存
の
自
己
を
超
え
て

0

0

0

︑
自
ら
自
身
の
可
能
性
に
向
か
っ
て

0

0

0

0

0

あ
る
︵
も
し
く
は
そ
れ
へ0

と
か
か
わ
る

0

0

0

0

0

︶
と
い
う
そ
の
あ
り
方
こ
そ
が
︑
そ
の
可
能
性
﹁
に
対
し
て
開
か
れ
て
﹂
お
り
﹁
自
由
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
︒
自
ら
自
身
の
可
能
的
な
あ
り
方
へ
と
向
か
っ
て
︑
た
え
ず
自
ら
を
超
出
し
︑
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
れ
が
﹁
あ
ら

か
じ
め
有
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
つ
ま
り
は
﹁
自
由
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
あ
ら
か
じ
め
有
る
﹂
こ
と
︑
そ
れ
ゆ
え
﹁
自
由
で
あ
る
﹂
こ
と
に
お
い
て
︑
そ
の
自
由
が
そ
れ
へ
と
向
か
っ
て

い
る
も
の
︑
つ
ま
り
現
存
す
る
自
己
を
超
え
出
て
︑
そ
れ
へ
と
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
先
と
な
る
も
の
は
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
視

点
に
お
い
て
は
︑﹁
自
己
固
有
の
可
能
性
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
も
っ
と
も
固
有
な
存
在
可
能
﹂︶
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
た
と
え
ば
カ
ン

ト
に
お
け
る
﹁
本
来
の
自
己
﹂
の
真
相
を
﹁
全
体
的
自
己
﹂
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
和
辻
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
本
来
性
﹂

︵Eigentlichkeit

︶︑
つ
ま
り
い
わ
ば
﹁
固
有
の
あ
り
方
﹂
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
も
ま
た
批
判
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
︒
す
な
わ
ち
和
辻
に
よ
れ
ば
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
﹁
人
間
存
在
固
有
の
本
来
性

0

0

0

﹂
を
た
ん
に
﹁
自
﹂
の
あ
り
方
と
し
て
︑
あ
る
い
は

﹁
ア
ト
ム
的
個
人
存
在
﹂
の
あ
り
よ
う
と
し
て
把
握
す
る
が
︵10-236

︶︑
し
か
し
そ
の
よ
う
な
意
味
で
﹁
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
本
来
性

と
呼
ん
だ
も
の
は
実
は
非
本
来
性

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
﹂︵10-237

︶︒﹁
本
来
的
自
己
﹂
と
は
む
し
ろ
︑
あ
く
ま
で
﹁
カ
ン
ト
に
お
け
る
ご

と
き
超
個
人
的
主
体

0

0

0

0

0

0

﹂
で
あ
り
︑
そ
の
真
相
は
﹁
超
個
人
的
全
体
性
﹂
で
あ
る
︵10-237f.

︶︒
ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
︑
和
辻
の
視

点
か
ら
す
れ
ば
︑
自
由
の
向
か
う
先
と
な
る
﹁
自
己
固
有
の
可
能
性
﹂
は
︑
い
わ
ば
全
体
的
自
己
の
可
能
的
な
あ
り
方
で
あ
り
︑
つ

ま
り
は
﹁
可
能
的
な
間
柄
﹂
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
う
し
て
︑﹁
自
由
で
あ
る
﹂
と
は
︑
可
能
的
な
間
柄
に
開
か
れ
︑
そ
れ
へ
と
向
か
う
こ
と
︑
現
存
す
る
自
己
を
超
え
て
︑
い

ま
だ
な
い
共
同
的
な
関
係
へ
と
向
か
う
そ
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
﹂
あ
る
こ
と
は
ま
た
︑﹁
す
で

に
﹂
あ
る
こ
と
と
不
可
分
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑﹃
風
土
﹄
か
ら
の
引
用
で
も
﹃
存
在
と
時
間
﹄
の
一
節
の
ま
と
め
に
お
い
て
も

そ
う
い
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
有
る
﹂
こ
と
は
﹁
す
で
に
有
る
﹂
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

18
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た
︒﹁
我
々
の
存
在
の
仕
方
﹂
は
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
有
る
﹂
こ
と
で
あ
り
つ
つ
も
︑
過
去
と
風
土
を
﹁
背
負
う
﹂
の
で
あ
り
︑
あ
る
い

は
つ
ね
に
﹁
世
界
﹂
の
う
ち
に
あ
る
︒
ひ
と
は
い
わ
ば
︑
既
存
の
世
界
︑
そ
れ
ゆ
え
︵
和
辻
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
︶﹁
既
存
の
間
柄
﹂

の
う
ち
で
︑
い
つ
も
す
で
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
﹁
す
で
に
﹂
あ
り
つ
つ
︑
し
か
し
ひ
と
は
ま
た
︑

﹁
あ
ら
か
じ
め
﹂
あ
る
︒
既
存
の
間
柄
に
お
い
て
あ
り
な
が
ら
︑
そ
う
し
た
既
存
の
間
柄
を
︑
そ
し
て
そ
の
う
ち
に
あ
る
自
ら
の
あ

り
方
を
た
え
ず
超
え
て
︑
い
ま
だ
な
い
可
能
的
な
間
柄
へ
と
開
か
れ
︑
向
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
︑

﹁
既
存
の
間
柄
を
担
い
つ
つ
現
前
の
行
動
に
お
い
て
可
能
的
な
間
柄
を
目
ざ
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
と
い
う
ご
と
き
構
造
﹂︵10-195

︶
で
あ
る
︒﹁
人

間
存
在
﹂
の
そ
の
よ
う
な
﹁
時
間
的
構
造
﹂
が
ま
た
人
間
存
在
の
﹁
根
本
構
造
そ
の
も
の
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
が

ら
︑﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
の
時
間
論
の
な
か
で
︑
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

今
や
人
間
存
在
は
既
存
の
間
柄
か
ら
可
能
的
な
間
柄
へ
の
不
断
の
動
き
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
る
︒
既
存
の
間
柄
と
は
そ
こ
か

ら
分
離
し
出
た
共
同
性
で
あ
り
︑
可
能
的
な
間
柄
と
は
ま
さ
に
実
現
さ
る
べ
き
共
同
性
で
あ
る
︒
そ
う
す
れ
ば
前
に
人
間
存

在
に
お
け
る
﹁
否
定
の
運
動
﹂
と
し
て
把
捉
せ
ら
れ
た
も
の
が
ち
ょ
う
ど
こ
こ
で
は
時
間
的
構
造
と
し
て
己
れ
を
現
わ
し
て

来
た
こ
と
に
な
る
︒︵10-195

︶

﹁
既
存
の
間
柄
か
ら
可
能
的
な
間
柄
へ
の
不
断
の
動
き
﹂
と
い
う
人
間
存
在
の
時
間
的
構
造
は
︑
人
間
存
在
に
お
け
る
﹁
否
定
の

運
動
﹂
の
成
り
立
ち
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
︑﹁
自
由
﹂
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
全
体
的
な
も
の
で
あ
れ
個
人
の

あ
り
方
で
あ
れ
︑
停
滞
し
固
定
化
し
た
も
の
へ
の
囚
わ
れ
を
脱
し
て
︑﹁
既
存
の
間
柄
﹂
か
ら
﹁
可
能
的
な
間
柄
﹂
へ
と
︑
す
な
わ

ち
﹁
ま
さ
に
実
現
さ
る
べ
き
共
同
性
﹂
へ
と
向
か
っ
て
解
放
さ
れ
る
そ
う
し
た
動
的
な
成
り
立
ち
︑
そ
れ
こ
そ
が
和
辻
の
あ
り
う
る

思
考
に
お
け
る
自
由
の
構
造
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
で
は
︑﹁
~
か
ら
の
自
由
﹂
と
﹁
~
へ
の
自
由
﹂
と
い
う
対
立
す
る
か
に
見
え
る

19
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あ
り
方
は
︑ひ
と
つ
の
動
態
と
し
て
の
自
由
に
お
け
る
二
つ
の
異
な
る
側
面
と
な
る
︒
既
存
の
間
柄
か
ら

0

0

可
能
的
な
間
柄
へ
の

0

0

超
出
︑

ま
さ
に
そ
れ
が
す
ぐ
れ
た
自
由
の
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
︒

可
能
的
な
間
柄
︑
来
た
る
べ
き
共
同
性
へ
と
向
か
う
そ
う
し
た
動
的
な
自
由
の
あ
り
方
は
︑
し
か
し
す
で
に
示
唆
し
て
き
た
よ
う

に
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
十
全
に
展
開
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
そ
の
基
調
と
し
て
は
︑
い
わ
ば
全
体

性
の
自
己
限
定
と
し
て
の
積
極
的
自
由
こ
そ
が
自
由
の
本
質
的
な
あ
り
方
と
み
な
さ
れ
︑
現
実
の
全
体
性
︑
と
り
わ
け
国
家
と
い
う

共
同
体
へ
の
個
人
の
奉
仕
や
没
入
が
自
由
の
真
相
と
し
て
説
か
れ
て
も
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
最
後
に
そ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て

確
認
し
つ
つ
︑
そ
の
理
由
の
一
端
に
つ
い
て
と
り
急
ぎ
考
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
︒

四　

自
由
と
時
間 
―
― 
結
び
に
か
え
て

和
辻
の
視
点
に
あ
っ
て
さ
し
あ
た
り
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
自
由
の
あ
り
方
︑
つ
ま
り
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
に
ほ
ぼ
対
応
す

る
そ
の
あ
り
方
は
︑
し
か
し
た
ん
に
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
動
的
な
自
由
の
両
面
を
な
す

も
の
と
も
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
そ
れ
ら
を
人
間
存
在
に
お
け
る
二
つ
の
同
等
の
﹁
契
機
﹂
と
し
て
捉
え
な
が
ら
︑
両
者
が

不
可
分
の
関
係
に
あ
り
︑
あ
る
い
は
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
次
の
よ
う
な
﹃
倫
理
学
﹄
下
巻
の
一
節
か
ら
も
︑
ひ
と

ま
ず
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒

自
由
は
人
間
存
在
の
否
定
的
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
︑
そ
の
否
定
的
構
造
は
人
間
存
在
の
個
人
的
・
社
会
的
な
二
重
構
造

と
し
て
展
開
す
る
︒
何
ら
か
全
体
的
な
も
の
の
否
定

0

0

に
お
い
て
個
人
が
お
の
れ
を
見
い
だ
す
と
こ
ろ
で
な
く
し
て
は
自
由
は

存
し
な
い
︒
が
︑
ま
た
個
人
の
否
定

0

0

に
お
い
て
何
ら
か
超
個
人
的
全
体
が
形
成
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
な
く
し
て
は
︑
同
様
に

20
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自
由
は
存
し
な
い
︒
こ
の
二
つ
の
契
機
は
人
間
存
在
に
お
い
て
常
に
同
時
に
存
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
前

の
契
機
を
活
か
す
た
め
に
後
の
契
機
を
無
視
し
︑
あ
る
い
は
後
の
契
機
を
活
か
す
た
め
に
前
の
契
機
を
無
視
す
る
こ
と
は
︑

い
ず
れ
も
真
に
自
由
を
把
捉
す
る
ゆ
え
ん
で
は
な
い
︒
個
人
の
解
放
の
立
場
に
立
つ
も
の
は
同
時
に
没
我
的
奉
仕
を
な
し
得

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
︑
献
身
的
な
奉
仕
の
立
場
に
立
つ
も
の
は
同
時
に
断
乎
と
し
て
全
体
的
な
も
の
を
否
定
し
得
る

も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒︵11-59

︶

人
間
存
在
の﹁
否
定
的
構
造
﹂で
あ
る
自
由
の﹁
二
つ
の
契
機
﹂︑す
な
わ
ち﹁
何
ら
か
全
体
的
な
も
の
の
否
定

0

0

﹂と﹁
個
人
の
否
定

0

0

﹂

は
︑
そ
の
人
間
存
在
に
お
い
て
﹁
常
に
同
時
に
﹂
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
全
体
的
な
も
の
か
ら
の
背
反
に
よ
り
﹁
個
人

の
解
放
﹂
を
な
す
者
は
﹁
同
時
に
﹂
全
体
的
な
も
の
へ
の
﹁
没
我
的
奉
仕
﹂
を
行
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑全
体
的
な
も
の
へ
の
﹁
献

身
的
な
奉
仕
﹂
を
行
う
者
は
や
は
り
﹁
同
時
に
﹂
全
体
的
な
も
の
の
否
定
を
な
し
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
︑
お
そ
ら
く
は
既
存
の
間
柄
か
ら
可
能
的
な
間
柄
へ
の
超
出
と
い
う
動
的
な
自
由
と
し
て
こ
そ
十
分
に
理
解
可
能
と

な
る
は
ず
の
自
由
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
︑
そ
こ
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
自
由
が
︑
あ
く
ま
で
﹁
人
間
存
在
﹂
の
二
つ
の
契
機
で
あ
り
︑

﹁
真
に
自
由
を
把
捉
す
る
﹂
た
め
に
等
し
く
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
こ
と
を
和
辻
は
こ
こ
で
︵
そ
し
て
と
き
に
他
の
箇
所
で
も
︶

強
く
説
い
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
和
辻
の
倫
理
学
体
系
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
︑
全
体
的
な
も
の
へ
の
︑
し
か
も

現
存
す
る
共
同
体
へ
の
﹁
没
我
的
奉
仕
﹂
と
い
う
契
機
が
重
き
を
な
し
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
積
極
的
自
由
に
あ
た
る
あ
り
方
が
自
由

の
真
相
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
す
で
に
第
一
節
で
見
た
と
お
り
︑
国
家
に
お
け
る
﹁
高
次
の
成

員
性
﹂
に
あ
っ
て
は
︑
諸
個
人
が
消
極
的
な
そ
の
自
由
を
﹁
自
ら
放
擲
し
﹂︑﹁
究
極
的
な
人
間
の
全
体
性
に
没
入
す
る
﹂
よ
う
な
﹁
究

極
的
な
去
私
﹂
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
︵﹁
教
育
勅
語
﹂
に
あ
る
﹁
義
勇
﹂
の
徳
目
に
そ
く
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
︶︑﹁
己
れ
を
空
じ
全
体
性
に
生
き
る
﹂
こ
と
が
﹁
人
間
存
在
の
真
理
﹂
と
み
な
さ
れ
る24

︵10-622

︶︒
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
︑
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﹁
人
倫
﹂
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
﹁
自
由
﹂
は
あ
く
ま
で
﹁
全
体
性
に
お
け
る
自
己
限
定
﹂
と
し
て
把
握
さ
れ
て
も
い
る
︵10-656

︶︒

個
人
の
解
放
と
し
て
の
自
由
に
対
し
︑
全
体
的
な
も
の
︑
と
り
わ
け
国
家
と
い
う
現
実
の
共
同
体
へ
の
去
私
的
な
奉
仕
や
没
入
に

重
き
を
お
き
︑
そ
れ
を
自
由
の
真
相
と
も
み
な
す
こ
の
よ
う
な
和
辻
の
視
点
に
あ
っ
て
は
︑
先
の
一
節
に
示
さ
れ
て
い
た
︑
二
つ
の

自
由
を
等
し
く
不
可
欠
の
契
機
と
み
な
す
と
い
う
観
方
だ
け
で
な
く
︑
す
で
に
確
認
し
た
動
態
と
し
て
の
自
由
と
い
う
捉
え
方
そ
の

も
の
が
放
棄
さ
れ
︑
少
な
く
と
も
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
全
体
性
へ
の
没
我
的
奉
仕
と
い
う
あ
り
方
が
焦
点
化
さ
れ
る

こ
と
に
お
い
て
︑
全
体
的
な
も
の
か
ら
の
背
反
︑
と
り
わ
け
既
存
の

0

0

0

間
柄
か
ら
の
解
放
と
い
う
要
素
が
︑
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
︑
可
能

0

0

的
な

0

0

間
柄
︑
来
た
る
べ
き
共
同
性
へ
の
超
出
と
い
う
あ
り
方
が
見
失
わ
れ
︑﹁
否
定
の
運
動
﹂
と
規
定
さ
れ
る
自
由
の
動
的
な
成
り

立
ち
が
閑
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
自
由
を
め
ぐ
る
和
辻
の
思
考
に
お
い
て
︑
そ
の
よ
う
に
自

身
の
思
考
の
可
能
性
が
い
わ
ば
裏
切
ら
れ
る
か
た
ち
と
な
る
の
は
︑
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
理
由
を
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ

と
は
︑
こ
こ
で
は
も
は
や
困
難
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
少
な
く
と
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
次
の
点
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
は
で
き
る
で
あ

ろ
う
︒
す
な
わ
ち
そ
れ
は
︑
前
節
で
論
及
し
た
﹁
す
で
に
あ
ら
か
じ
め
﹂
と
い
う
時
間
的
構
造
を
め
ぐ
る
和
辻
の
よ
り
根
底
的
な
視

点
で
あ
り
︑
つ
ま
り
は
﹁﹁
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
﹂
と
い
う
こ
と
の
根
源
的
な
意
味
﹂︵10-197

︶
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
ら
に
か
か
わ

る
点
で
あ
る
︒

﹁
す
で
に
﹂
あ
る
と
は
︑
ひ
と
が
つ
ね
に
既
存
の
間
柄
の
う
ち
で
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
あ
ら
か
じ
め
﹂
あ
る

と
は
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ひ
と
が
そ
の
つ
ど
自
ら
の
あ
り
方
を
超
え
て
︑
可
能
的
な
間
柄
へ
と
か
か
わ
り
︑
向
か
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
既
存
の
間
柄
か
ら
可
能
的
な
間
柄
へ
の
不
断
の
動
き
﹂
に
お
い
て
︑
ひ
と
が
あ
ら
か
じ
め

そ
れ
へ
と
か
か
わ
っ
て
い
る
可
能
的
な
間
柄
︑
こ
れ
か
ら
将
に
来
る
べ
き
共
同
性
は
︑
た
だ
し
︵
た
と
え
ば
和
辻
が
例
示
す
る
︑
ひ

と
を
訪
ね
て
歩
い
て
ゆ
く
場
面
の
よ
う
に
︑︶
既
存
の
間
柄
と
無
関
係
な
も
の
で
も
︑
過
去
か
ら
切
断
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
え
な

い
︒
む
し
ろ
既
存
の
間
柄
︑
い
ま
や
過
ぎ
去
っ
た
共
同
的
な
諸
関
係
に
よ
っ
て
何
ほ
ど
か
規
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒﹁
可
能
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的
な
間
柄
は
過
去
の
間
柄
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
恣
意
的
に
目
ざ
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
﹂︵10-254

︶︒

こ
の
事
態
か
ら
︑し
か
し
和
辻
は
﹁
過
去
と
未
来
と
の
同
一
﹂︵10-285

︶
を
説
く
に
及
ぶ
︒﹁
人
間
存
在
に
お
い
て
我
々
の
背
負
っ

て
い
る
過
去

0

0

﹂
は
﹁
同
時
に
我
々
の
目
ざ
し
て
行
く
未
来

0

0

で
あ
る
﹂︵
同
︶︒
あ
る
い
は
︑﹁
あ
ら
か
じ
め

0

0

0

0

0

存
す
る
可
能
的
人
間
存
在

が
す
で
に

0

0

0

存
し
て
い
る
負
荷
的
人
間
存
在
に
ほ
か
な
ら
ぬ
﹂
の
で
あ
る
︵10-192

︶︒
た
だ
し
︑
も
し
も
そ
の
よ
う
に
可
能
的
な
間

柄
が
本
来
は
既
存
の
間
柄
と
同
一
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
可
能
的
な
間
柄
に
か
か
わ
り
︑
そ
れ
へ
と
向
か
う
と
い
う
こ
と
は
︑
じ

つ
は
︑
そ
こ
か
ら
超
出
し
た
は
ず
の
既
存
の
間
柄
へ
と
帰
参
し
︑
過
去
の
間
柄
に
還
帰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
︒
い
わ

ば
﹁
我
々
の
出
て
来
た
本
が
我
々
の
行
く
先
で
あ
る
﹂︵10-285

︶
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
こ

と
は
自
由
の
捉
え
方
に
か
ん
し
て
も
同
断
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
来
た
る
べ
き
間
柄
へ
と
向
か
う
動
態
と
し
て
の
自
由
︑
既
存
の

間
柄
か
ら
可
能
的
な
共
同
性
へ
と
超
出
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
の
自
由
は
︑
そ
の
真
相
に
お
い
て
は
む
し
ろ
︑
既
存
の
間
柄
︑
現
存

す
る
全
体
性
へ
と
た
ち
還
り
︑
帰
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る25

︒
自
由
を
め
ぐ

る
和
辻
の
視
点
が
︑
け
っ
き
ょ
く
は
全
体
性
へ
の
奉
仕
や
没
入
と
い
う
あ
り
方
に
重
き
を
お
く
こ
と
に
な
る
ひ
と
つ
の
理
由
は
︑
い

わ
ば
﹁
本
末
究
竟
等
﹂︵
同
︶
の
時
間
論
に
あ
る
と
み
な
し
う
る
の
で
あ
る26

︒

も
と
よ
り
︑
時
間
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
和
辻
の
思
考
は
け
っ
し
て
挿
話
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
ま
た
︑
自
由
に
か
ん
す

る
そ
の
思
考
の
成
り
行
き
も
何
か
偶
然
的
な
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
過
去
と
未
来
と
の
同
一
を
め
ぐ
る

和
辻
自
身
の
視
点
に
は
︑じ
つ
は
か
す
か
に
揺
ら
ぎ
が
︑あ
る
い
は
少
な
く
と
も
あ
る
種
の
奥
行
き
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑

過
去
と
未
来
と
の
同
一
と
と
も
に
︑
両
者
の
差
異
︑
と
り
消
し
よ
う
も
な
い
そ
の
非
同
一
性
が
た
し
か
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
︒﹁
既
存
の
間
柄
は
現
在
の
行
動
の
方
向
を
規
定
す
る

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
可
能
的
な
間
柄
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
規
定
は
︑

過
去
の
間
柄
が
そ
の
ま
ま
未
来
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
﹂︵10-192

︶︒
既
存
の
間
柄
は
可
能
的
な
間
柄
を

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
れ
自
身
が
あ
る
意
味
で
可
能
的
な
間
柄
で
あ
る
︒
し
か
し
可
能
的
な
間
柄
は
︑
そ
れ
が
﹁
未
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来
﹂
に
属
し
︑﹁
未
来
的
な
間
柄
﹂︵10-255

︶
で
あ
る
以
上
︑﹁
過
去
の
間
柄
﹂
の
反
復
に
は
や
は
り
回
収
さ
れ
え
な
い
︒﹁
未
来
は

現
前
の
行
為
的
連
関
の
内
に
た
だ
方
向
と
し
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

存
し
︑
い
ま
だ
事
実
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
﹂︵11-8

︶
か
ら
で
あ
る
︒

未
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
い
わ
ば
﹁
無
限
の
方
向

0

0

0

0

0

﹂
を
こ
そ
意
味
す
る
の
で
あ
る
︵10-198

︶︒

こ
の
よ
う
に
説
き
な
が
ら
も
和
辻
は
︑
た
と
え
ば
過
去
と
未
来
の
非
現
前
と
い
う
点
を
介
し
て
︑
な
お
両
者
の
同
一
を
主
張
す

る
︒
と
は
い
え
︑
そ
の
和
辻
自
身
が
一
方
で
︑
未
来
が
ま
さ
に
﹁
無
限
の
﹂
方
向
で
あ
り
︑
過
去
か
ら
の
未
来
の
差
異
が
縮
減
さ
れ

え
な
い
こ
と
に
想
到
し
て
も
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
可
能
的
な
間
柄
へ
と
向
か
う
運
動
︑
超
出
と
し
て
の
自
由
の
構
想
は
︑
和
辻
の

思
考
の
う
ち
に
た
し
か
に
胚
胎
し
て
い
る
と
み
な
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
う
し
た
動
態
と
し
て
の
自
由
に
あ
っ
て
は
︑
未
来

的
な
間
柄
が
過
去
の
間
柄
の
︑可
能
的
な
間
柄
が
既
存
の
間
柄
の
た
ん
な
る
反
復
に
は
収
ま
り
え
ず
︑そ
れ
を
何
ほ
ど
か
は
み
出
し
︑

超
え
出
る
も
の
で
あ
り
う
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
可
能
的
な
間
柄
へ
と
向
か
う
動
性
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る27

︒
既
存
の
間
柄
か
ら
可
能
的
な
間
柄
へ
と
向
か
う
超
出
と
し
て
の
自
由
の
概
念
は
︑
た
だ
し
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
十
分
に
展

開
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
れ
を
さ
ら
に
彫
琢
す
る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
現
在
に
課
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る28

︒

註

1 
B

erlin, Tw
o C

oncepts of Liberty, pp.168-171, 177-178, 179-180, 190, 216.

︵﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂︑
三
〇
三
︱
八
︑

三
一
六
︱
七
︑三
二
〇
︱
三
︑三
四
一
︑三
八
八
︱
九
頁
︶

2 
C

f. M
iller, Introduction, in Liberty, pp.9-18. 

積
極
的
自
由
の
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
以
下
も
参
照
︒

G
euss, A

uffassugen der Freiheit, S.2ff. 

ま
た
︑
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
と
の
区
別
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
か
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ん
し
て
は
ひ
と
ま
ず
︑
そ
の
出
発
点
と
な
っ
た
以
下
の
論
考
を
参
照
︒M
acC

allum
, N

egative and Positive Freedom
, 

pp.106-122.
3 
さ
し
あ
た
っ
て
は
以
下
を
参
照
︒M

iller, op. cit., pp.2-6. 

と
く
に
︑
共
同
体
主
義
︑
現
代
の
新
共
和
主
義
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
理
論
に
お
け
る
自
由
概
念
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
例
と
し
て
以
下
を
参
照
︒Sandel, D

em
ocracy’s D

iscontent, 

pp.4ff., 25ff.
︵﹃
民
主
政
の
不
満
﹄
上
︑
二
頁
以
下
︑
二
九
頁
以
下
︶; Pettit, Republicanism

, pp.31ff., 51ff. ; H
aberm

as, 

Faktizität und G
eltung, S.152f, 160f.

︵﹃
事
実
性
と
妥
当
性
﹄
上
︑
一
四
八
頁
以
下
︑
一
五
七
頁
以
下
︶

4 

こ
の
こ
と
は
︑
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
そ
う
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
第
一
に
︑
若
き
和
辻
に
お
け
る
﹁
主
体
的
な
自
由
へ

の
道
﹂
は
や
が
て
﹁
愛
の
統
一
の
人
倫
世
界
へ
と
﹁
退
却
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂﹂
こ
と
に
な
る
と
捉
え
る
信
太
正
三
の
よ

う
な
︑
和
辻
の
思
想
形
成
史
に
か
か
わ
る
観
点
が
あ
り
え
よ
う
︵﹁
和
辻
哲
郎
﹂︑
五
八
︱
九
頁
︶︒
第
二
に
︑
和
辻
倫
理
学
に

と
っ
て
の
基
底
的
共
同
体
は
あ
く
ま
で
﹁
感
情
融
合
的
な
共
同
体
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
構
成
員
の
あ
い
だ
に
﹁
互
い
の
葛
藤
や

軋
轢
﹂
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
︑﹁︿
自
由
﹀
が
問
題
に
な
る
こ
と
も
な
い
﹂
と
指
摘
す
る
苅
部
直
の
よ
う
な
︑
和

辻
倫
理
学
の
融
和
的
性
格
を
め
ぐ
る
観
点
も
あ
る
と
い
え
る
︵﹃
光
の
領
国　

和
辻
哲
郎
﹄︑
二
五
一
頁
︶︒
そ
し
て
第
三
に
︑

和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
は
︑﹁
行
為
﹂
の
説
明
に
か
ん
し
て
個
人
の
﹁
選
択・決
心
﹂︑あ
る
い
は
﹁
意
志
の
選
択
決
定
﹂
と
い
っ

た
も
の
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
か
ら
し
て
︵
苅
部
直
︑
同
書
︑
二
一
一
頁 ; 

田
中
久
文
﹃
日
本
の
哲
学
を
よ
む
﹄︑

一
七
一
頁
︑
参
照
︶︑
少
な
く
と
も
意
志
の
自
由
や
選
択
の
自
由
と
い
っ
た
意
味
で
の
自
由
は
問
題
に
な
り
え
な
い
と
す
る
︑

和
辻
の
行
為
論
に
か
か
わ
る
観
点
も
ひ
と
ま
ず
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
は
︑
こ
れ
ら
の
観
点
を
そ
れ
自
体
と
し
て
斥
け

よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
の
あ
と
論
じ
る
よ
う
に
︑
和
辻
倫
理
学
に
お
い
て
は
い
わ
ば
複
層
的
な
か
た
ち
で
自
由

が
構
想
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
︒︵
な
お
︑
こ
こ
に
あ
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
つ
い
て
は
︑
和
辻
倫
理
学
体
系
の
な
か
で
も
︑

い
ず
れ
も
﹁
間
柄
﹂
と
関
連
づ
け
ら
れ
つ
つ
要
素
と
し
て
は
潜
在
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒︶

25
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5 

本
稿
で
は
︑
和
辻
哲
郎
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
全
集
か
ら
行
な
う
︒
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
︑︵　

︶
内
に
ハ
イ
フ
ン
を
は
さ

ん
で
巻
数
と
頁
数
の
み
を
示
す
︒
な
お
︑
引
用
箇
所
に
お
け
る
強
調
︵
傍
点
︶
は
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
︒

6 
こ
こ
で
の
﹁
上
巻
﹂
は
︑
全
集
版
の
そ
れ
で
は
な
く
︑
初
版
の
上
巻
の
意
味
で
あ
る
︒
以
下
同
様
︒

7 
H

obbes, Leviathan, p.86.

︵﹃
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
﹄第
一
巻
︑二
一
六
頁
︶; H

um
e, A Treatise of H

um
an N

ature, p.407.

︵﹃
人

間
本
性
論
﹄
第
二
巻
︑
一
五
四
頁
︶

8 
C

f. K
ant, G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten, S.461.

︵﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄︑
二
一
五
頁
︑
参
照
︶

9 

和
辻
は
く
り
返
し
︑
カ
ン
ト
に
お
け
る
﹁
本
来
的
自
己
﹂
が
﹁
超
個
人
的
﹂
で
﹁
全
体
的
﹂
な
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て

そ
れ
が
本
来
は
﹁
人
間
の
全
体
性
﹂︑﹁
生
け
る
全
体
性
﹂
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑

︵
思
考
の
時
期
に
よ
り
微
妙
な
揺
れ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
と
は
い
え
︑
基
本
的
に
は
︑︶
カ
ン
ト
自
身
は
な
お
﹁
十
八

世
紀
の
個
人
主
義
﹂
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
︵9-57f.; 385

︶︑
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
本
来
的
自
己
の
全
体
性
な
い
し
普
遍
性

は
﹁
抽
象
的
﹂
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
︵6-401, 9-58f

︶︒
な
お
︑﹁
本
来
的
自
己
﹂
を
め
ぐ
る
和
辻

の
カ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
︒
熊
野
純
彦
﹃
和
辻
哲
郎
﹄︑
一
〇
五
︱
七
頁
︒

10 

こ
う
し
た
二
つ
の
自
由
を
さ
し
あ
た
っ
て
区
別
す
る
視
点
は
︑
和
辻
の
思
考
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
い
だ
し
う
る
も
の
と
い

え
る
︒
先
ほ
ど
引
用
し
た
一
節
以
外
で
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
自
由
を
直
接
関
連
づ
け
な
が
ら
論
じ
て
い
る
箇
所
と
し
て
︑
た
と

え
ば10-328 ; 11-59ff., 377

等
を
参
照
の
こ
と
︒

11 

﹁
全
体
性
の
偏
重
﹂
お
よ
び
﹁
全
の
個
に
対
す
る
優
位
﹂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
︒
信

太
正
三
︑前
掲
書
︑六
七
頁 ; 

金
子
武
蔵
﹁
体
系
と
方
法
﹂︑二
〇
三
頁 ; 
苅
部
直
︑前
掲
書
︑二
〇
八
頁
︒
そ
の
少
し
た
ち
入
っ

た
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
︑
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
︒
湯
浅
泰
雄
﹃
和
辻
哲
郎
﹄︑
三
三
四
頁
以
下 ; 

宇
都
宮
芳
明
﹃
人
間

の
間
と
倫
理
﹄︑
九
八
頁
以
下
︒ 
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12 

た
と
え
ば
以
下
を
参
照
︒
宇
都
宮
芳
明
︑
同
書
︑
一
〇
七
頁 ; 

高
橋
哲
哉
﹃
逆
光
の
ロ
ゴ
ス
﹄︑
一
〇
〇
頁
以
下
︒

13 
こ
の
引
用
箇
所
を
含
む
か
た
ち
で
和
辻
の
国
家
論
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
︑以
下
を
参
照
︒
高
橋
哲
哉
︑同
書
︑

一
〇
二
頁
以
下 ; 

子
安
宣
邦
﹃
和
辻
倫
理
学
を
読
む
﹄︑
二
三
九
頁
以
下
︒

14 

﹁
共
同
体
主
義
﹂
の
概
念
も
多
分
に
多
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
︑﹁
自
由
は
︑
も
っ
ぱ
ら
﹁
人
倫
的

な
︵sittlich
︶﹂
も
の
と
し
て
の
み
︑
す
な
わ
ち
︑
諸
々
の
共
同
体
的
︱
政
治
的
な
義
務
の
履
行
に
お
い
て
︑
︙
︙
も
し
く
は

共
同
体
的
な
自
己
規
定
へ
の
参
与
に
お
い
て
の
み
現
実
化
さ
れ
う
る
﹂
と
み
な
す
立
場
と
し
て
共
同
体
主
義
的
な
見
解
を
捉

え
る
ラ
イ
ナ
ー
・
フ
ォ
ル
ス
ト
の
当
面
の
整
理
に
し
た
が
っ
て
お
く
︵Forst, Politische Freiheit, S.189f.

︶︒

15 

和
辻
の
思
考
に
あ
っ
て
は
︑﹁
個
人
﹂
の
自
由
︵
個
人
の
解
放
と
し
て
の
自
由
︶
も
ま
た
︑
と
き
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑

肯
定
的
に
語
ら
れ
て
も
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
し
ば
し
ば
そ
れ
は
︱
︱
た
と
え
ば
﹁
個
人
と
し
て
解
放
さ
れ
た
も
の
の
み

が
真
に
自
覚
的
に
全
体
に
奉
仕
し
得
る
の
で
あ
り
︑
全
体
性
と
の
連
関
に
お
い
て
の
み
個
人
の
解
放
は
意
味
を
も
つ
の
で
あ

る
﹂︵11-63

︶
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
︱
︱
全
体
性
へ
と
向
か
う
自
由
の
実
現
の
た
め
の
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒

16 

こ
の
一
節
を
含
む
文
脈
で
は
︑
論
文
﹁
人
間
の
歴
史
の
臆
測
的
始
元
﹂
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
思
考
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て

い
る
︒﹁
い
わ
ゆ
る
﹁
悪
の
自
由
﹂﹂
に
つ
い
て
は
ま
た
︑﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
の
な
か
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
︵10-146

︶︒

17 

﹁
個
﹂
な
い
し
﹁
自
己
﹂
へ
の
固
執
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
自
由
の
ひ
と
つ
の
核
心
を
見
い
だ
す
こ
う
し
た
視
点
は
︑
次
の

よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
と
も
ご
く
親
和
的
で
あ
る
と
い
え
る
︒﹁
自
己
と
し
て
の
個
別
性
を
こ
の
よ
う
に
外
化
︹
な
い
し

放
棄
︺
す
る
こ
と
︵Entäußerung der Einzelheit als Selbst
︶
は
︑
自
己
意
識
が
普
遍
的
意
志
で
あ
る
こ
と
へ
と
移
行
す

る
こ
と
を
︑
つ
ま
り
積
極
的
自
由
︵positive Freiheit

︶
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
も
た
ら
す
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
︒﹂︵H

egel, 

B
ew

ußtseinslehre für die M
ittelklasse (1809ff.), S.121.

︹　

︺
は
筆
者
︶

18 

こ
う
し
た
意
味
で
の
自
由
︑
つ
ま
り
既
存
の
も
の
ご
と
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
の
解
放
と
い
う
自
由
の
あ
り
方
は
︑︵
倫
理
学
体
系

27
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に
は
限
ら
れ
な
い
︶
広
い
意
味
で
の
和
辻
の
思
考
に
お
い
て
︑
い
わ
ば
自
由
の
原
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
な
し
て
い
る
も
の
と

も
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
﹃
偶
像
再
興
﹄︵
一
九
一
八
年
︶
所
収
の
﹁
懐
疑
と
信
仰
﹂
と
い
う
短
文
で
は
︑﹁
我
々

の
﹁
生
﹂
の
真
実
の
姿
﹂
と
し
て
の
﹁
自
由
﹂
が
﹁
真
実
の
無
頓
着
﹂
と
し
て
語
ら
れ
︵17-115

︶︑
あ
る
い
は
﹃
面
と
ペ
ル

ソ
ナ
﹄
所
収
の
﹁
享
楽
人
﹂︵
一
九
二
一
年
︶
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
は
﹁
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
﹂
あ
り
よ
う
が
﹁
自
由
さ
﹂

︵17-364
︶
と
︑ま
た
﹁
仏
教
倫
理
思
想
史
﹂
に
か
ん
す
る
草
稿
や
ノ
ー
ト
で
は
﹁
繋
縛
よ
り
の
解
脱

0

0

0

0

0

0

0

﹂
や
﹁
煩
悩
よ
り
の
解
脱
﹂

が
自
由
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
︵19-140, 207

︶︒

19 

和
辻
の
思
考
に
お
け
る
﹁
~
へ
の
自
由
﹂
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
あ
と
少
し
た
ち
入
っ
て
考
え
て
み
る
が
︑
ひ
と
ま

ず
こ
こ
で
確
認
し
た
点
に
も
関
連
し
て
︑
和
辻
は
た
と
え
ば
︑﹁
選
択
︑
決
心
﹂
を
あ
く
ま
で
﹁
他
の
人
格
あ
る
い
は
団
体
と

の
連
関
﹂
に
お
け
る
﹁
己
れ
の
態
度
決
定
﹂
を
意
味
す
る
も
の
と
み
な
し
︵10-21 

註
︶︑
あ
る
い
は
﹁
意
志
の
選
択
決
定
﹂

を
﹁
他
の
主
体
に
対
す
る
何
ら
か
の
態
度
の
表
示
﹂
と
し
て
把
握
す
る
︵10-248

︶︒
そ
の
意
味
で
は
︑︵
た
と
え
ば
﹁
公
共

性
﹂
に
か
ん
す
る
基
本
的
な
把
握
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
は
い
え
︑︶
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
等
に
お
け
る
﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
自
由
﹂︑
つ
ま
り
他
者
の
﹁
妥
当
性
要
求
﹂
に
対
す
る
相
互
的
な
﹁
態
度
決
定
﹂︵Stellungnahm

e

︶
と
し
て
の
自

由
の
構
想
と
和
辻
の
視
点
と
は
部
分
的
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒C

f. H
aberm

as, op. cit., 

S.152.

︵
前
掲
書
︑
上
︑
一
四
八
︱
九
頁
︑
参
照
︶

20 

た
と
え
ば
︑
湯
浅
泰
雄
︑
前
掲
書
︑
三
五
七
︱
九
頁 ; 
田
中
久
文
︑
前
掲
書
︑
一
六
九
︱
七
〇
頁 ;

熊
野
純
彦
﹁
人
の
あ
い
だ
︑

時
の
あ
い
だ
﹂︑
四
四
︱
四
五
頁
︑
参
照
︒

21 

﹁
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
﹂
と
い
う
時
間
的
構
造
を
特
徴
と
す
る
和
辻
の
時
間
論
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑

た
と
え
ば
以
下
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
湯
浅
泰
雄
︑
前
掲
書
︑
三
五
八
頁
︒

22 
H

eidegger, Sein und Zeit, S.191ff.

︵﹃
存
在
と
時
間
﹄
第
二
巻
︑
三
八
三
頁
以
下
︶
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23 
C

f., Ibid., S.192, 315.

︵
同
書
︑
第
二
巻
︑
三
八
七
︱
八
頁
︑
第
三
巻
︑
四
〇
九
︱
一
〇
頁
︑
参
照
︶ 

24 
﹃
倫
理
学
﹄
中
巻
に
お
け
る
こ
の
文
言
を
め
ぐ
る
一
節
は
戦
後
に
大
き
く
改
訂
さ
れ
︑
こ
の
文
言
を
含
む
文
章
自
体
は
ほ
ぼ
変

更
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
に
先
立
つ
箇
所
は
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
初
版
の
そ
の
箇
所
で
は
︑
よ
り
明
確

に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
︒﹁
国
家
は
個
人
に
と
っ
て
は
絶
対
の
力
で
あ
り
︑
そ
の
防
衛
の
た
め
に
は
個
人
の
無
条
件

的
な
献
身
を
要
求
す
る
︒
個
人
は
国
家
へ
の
献
身
に
お
い
て
己
が
究
極
の
全
体
性
に
還
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
従
っ

て
国
家
へ
の
献
身
の
義
務
は
︑
己
が
一
切
を
捧
げ
て
国
家
の
主
権
に
奉
仕
す
る
義
務
︑
す
な
わ
ち
忠
義
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
︒

そ
う
し
て
こ
の
義
を
遂
行
す
る
勇
気
が
義
勇
な
の
で
あ
る
︒
命
令
へ
の
絶
対
服
従
︑
全
然
の
没
我
︑
そ
れ
が
人
間
業
と
は
思

え
ぬ
よ
う
な
潑
剌
た
る
行
動
と
な
っ
て
現
前
す
る
︑
そ
れ
が
義
勇
で
あ
る
︒﹂︵11-434

︶︒

25 

和
辻
に
お
け
る
﹁
全
体
性
﹂
の
概
念
に
つ
い
て
は
︑
第
一
節
の
な
か
で
も
簡
単
に
触
れ
た
︒
原
理
的
に
い
え
ば
︑
個
に
対
す
る

全
体
︵
有
限
的
全
体
︶
は
実
体
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
個
と
と
も
に
︑﹁
絶
対
的
全
体
性
﹂
と
し
て
の
﹁
絶
対
的
否
定
性
﹂
と

い
う
た
え
ざ
る
否
定
の
運
動
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
に
お
け
る
以
下
の
一

節
を
引
き
な
が
ら
高
橋
哲
哉
が
指
摘
す
る
と
お
り
︑﹁﹁
絶
対
的
全
体
性
﹂
は
︑﹁
我
々
﹂
に
お
い
て
は
﹁
現
前
﹂
の
﹁
人
倫
的

な
全
体
﹂
と
し
て
し
か
あ
り
え
﹂
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︵
高
橋
︑
前
掲
書
︑
一
〇
〇
︱
一
頁
︶︒﹁
否
定
の

否
定
と
し
て
の
個
人
の
独
立
性
の
止
揚
は
︑
必
ず
何
ら
か
人
倫
的
な
全
体
へ
の
帰
属
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
個
人

が
没
入
す
る
の
は
そ
の
人
倫
的
な
全
体
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
そ
れ
は
家
族
︑
友
人
︑
会
社
︑
国
家
な
ど
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て

も
よ
い
︒
と
に
か
く
そ
れ
へ
の
合
一
に
お
い
て
︑
超
個
人
的
意
志
︑
全
体
意
志
︑
義
務
的
行
為
な
ど
が
云
為
せ
ら
れ
得
る
の

で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
よ
う
な
有
限
的
全
体
の
実
現
が
︑
ま
さ
に
絶
対
的
否
定
性
の
自
己
へ
の
還
帰
で
あ
る
﹂︵10-127

︶︒
さ

ら
に
い
え
ば
︑
た
と
え
ば
﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
一
節
に
は
︑﹁
参
与
﹂
や
﹁
献
身
﹂
の
対
象
︑
そ
の
向
か

う
先
を
︑
す
で
に
﹁
信
頼
関
係
﹂
が
成
り
立
っ
て
い
る
相
手
︑
つ
ま
り
既
知
の
間
柄
の
成
員
に
こ
そ
見
い
だ
す
和
辻
の
思
考

29
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の
傾
向
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁
あ
る
人
が
通
り
が
か
り
の
未
知
の
人
に
対
し
て
相
手
の
打
ち
あ
け
も

せ
ぬ
苦
し
み
に
参
与
し
︑
そ
の
た
め
に
献
身
的
に
努
力
し
よ
う
と
働
き
か
け
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
﹁
ま
こ
と
﹂
を
尽
く
す

こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
相
手
は
か
か
る
人
を
気
味
悪
く
感
じ
︑
か
か
る
行
為
を
狂
気
と
見
る
で
あ
ろ
う
﹂︵10-291f.

︶︒

26 

﹁
過
去
こ
そ
が
未
来
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
説
く
和
辻
の
思
考
に
つ
い
て
︑時
間
論
と
し
て
の
︵
ま
た
﹁
信
頼
﹂
を
め
ぐ
る
思
考
と
し
て
の
︶

そ
の
﹁
決
定
的
な
欠
陥
﹂
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
︒
熊
野
純
彦
﹁
人
の
あ
い
だ
︑
時
の
あ
い
だ
﹂︑
四
三
︱
六
︑

五
〇
︱
四
頁
︒

27 

こ
こ
で
た
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
既
存
の
間
柄
に
収
ま
り
え
な
い
そ
う
し
た
可
能
的
な
間
柄
に
つ
い
て
は
︑

和
辻
の
理
論
構
成
に
そ
く
し
て
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
倫
理
学
﹄
上
巻
で
説
か
れ
る

﹁
意
識
の
相
互
浸
透
﹂︵10-76
︶
を
め
ぐ
る
論
点
も
︑
そ
の
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
さ
し
あ
た

り
︑
註
２
５
の
後
半
で
引
い
た
一
節
に
そ
く
し
て
い
え
ば
︑
ま
ず
︑
件
の
人
を
﹁
狂
気
﹂
と
み
な
す
よ
う
な
視
点
に
お
い
て

は
︑
ま
さ
に
既
存
の
間
柄
が
反
復
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
和
辻
自
身
が
他
方
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
︑
も
し
も

﹁
最
も
親
密
な
我
れ
汝
関
係
か
ら
電
車
の
乗
合
客
と
い
う
ご
と
き
一
時
的
な
間
柄
に
至
る
ま
で
︑
程
度
の
相
違
こ
そ
あ
れ
︑
意

識
の
浸
透
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂︵10-73f.
︶
の
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
し
て
た
と
え
ば
﹁
汝
が
怒
る
と
き
に
は
我
れ
の
意

識
は
全
面
的
に
そ
の
怒
り
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
﹂
て
し
ま
う
︵10-73

︶
の
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
通
り
が
か
り
の
未
知
の
人
﹂
の

﹁
苦
し
み
﹂
に
思
わ
ず
参
与
し
て
し
ま
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
に
な
り
︑
し
か
も
そ
の
場
合
︑
そ
れ
を
﹁
狂
気
﹂
と
見

る
こ
と
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
既
存
の
間
柄
を
超
え
出
る
可
能
的
な
間
柄
が
︑
意
識
の
相
互
浸
透
に
よ
っ
て
い
わ
ば
開
か
れ

て
い
る
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

28 

こ
う
し
た
課
題
は
︑
た
と
え
ば
︑
和
辻
の
門
下
で
あ
っ
た
梅
本
克
己
に
お
い
て
も
一
定
の
か
た
ち
で
追
究
さ
れ
て
い
た
と
い

え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
︑
梅
本
は
い
わ
ゆ
る
﹁
主
体
性
論
争
﹂
に
か
か
わ
る
比
較
的
早
い
時
期
の
論

30
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文
で
︑﹁
人
間
を
個
人
性
と
社
会
性
と
の
否
定
的
統
一
に
み
る
現
代
倫
理
学
﹂
の
人
間
規
定
と
﹁
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
﹂
の
そ
れ
と

の
関
係
に
つ
い
て
問
い
を
た
て
︵﹁
唯
物
論
と
人
間
﹂
三
八
︱
九
頁
︶︑﹁
人
間
が
そ
の
本
来
性
を
獲
得
し
真
に
自
由
を
得
よ
う

と
す
れ
ば
︑
窮
極
に
お
い
て
個
と
全
と
の
絶
対
的
統
一
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂︵
同
︑
五
〇
頁
︶
と
説
く
な
か
で
︑﹁
歴
史

の
転
換
期
﹂
に
あ
っ
て
は
﹁
既
存
の
全
体
性
へ
の
背
反
と
し
て
の
個
人
性
﹂
が
﹁
新
し
い
社
会
の
全
体
性
の
尖
端
と
し
て
自

己
を
示
す
﹂︵
同
︑
四
六
頁
︶
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︵
同
︑
三
七
頁
︑
参
照
︶︒

参
考
文
献

﹃
和
辻
哲
郎
全
集
﹄︵
第
三
次
︶
岩
波
書
店
︑
全
二
五
巻
別
巻
二
︑一
九
八
九
︱
九
二
年

宇
都
宮
芳
明
﹃
人
間
の
間
と
倫
理
﹄
以
文
社
︑
一
九
八
〇
年

梅
本
克
己
﹁
唯
物
論
と
人
間
︱
︱
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
宗
教
的
な
る
も
の
﹂︵
一
九
四
七
年
︶︑﹃
梅
本
克
己
著
作
集
﹄
三
一
書
房
︑
第
一
巻
︑
一
九
七
七
年
︑
所
収

金
子
武
蔵
﹁
体
系
と
方
法
﹂︵
一
九
六
一
年
︶︑
湯
浅
泰
雄
︵
編
︶﹃
人
と
思
想　

和
辻
哲
郎
﹄
三
一
書
房
︑
一
九
七
三
年
︑
所
収

苅
部
直
﹃
光
の
領
国　

和
辻
哲
郎
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
一
〇
年

熊
野
純
彦
﹁
人
の
あ
い
だ
︑
時
の
あ
い
だ
︱
︱
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
﹁
信
頼
﹂
の
問
題
を
中
心
に
﹂︑
佐
藤
康
邦
ほ
か
︵
編
︶﹃
甦
る
和
辻
哲
郎
︱
︱
人
文
科
学
の
再
生

に
向
け
て
﹄
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
一
九
九
九
年
︑
所
収

 

︱
︱
︱
﹃
和
辻
哲
郎
︱
︱
文
人
哲
学
者
の
軌
跡
﹄
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
九
年

子
安
宣
邦
﹃
和
辻
倫
理
学
を
読
む
︱
︱
も
う
一
つ
の
﹁
近
代
の
超
克
﹂﹄
青
土
社
︑
二
〇
一
〇
年

信
太
正
三
﹁
和
辻
哲
郎
︱
︱
近
代
と
伝
統
と
の
接
木
﹂︵
一
九
六
三
年
︶︑﹃
人
と
思
想　

和
辻
哲
郎
﹄
所
収

高
橋
哲
哉
﹃
逆
光
の
ロ
ゴ
ス
︱
︱
現
代
哲
学
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
﹄
未
來
社
︑
一
九
九
二
年

田
中
久
文
﹃
日
本
の
哲
学
を
よ
む
︱
︱
﹁
無
﹂
の
思
想
の
系
譜
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
五
年
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湯
浅
泰
雄
﹃
和
辻
哲
郎
︱
︱
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
五
年

B
erlin, Isaiah, Tw

o C
oncepts of Liberty, in B

erlin, (ed. by H
enry H

ardy), Liberty, O
xford U

.P., 2002.

︵﹁
二
つ
の
自
由
概
念
﹂︵
生
松
敬
三
訳
︶︑﹃
自
由
論
﹄

み
す
ず
書
房
︑
一
九
七
一
年
︑
所
収
︶

Forst, R
ainer, Politische Freiheit, in D

as Recht auf Rechtfertigung, Suhrkam
p, 3. A

uflage, 2014.

G
euss, R

aym
ond, A

uffassugen der Freiheit, in Zeitschrift für philosophische Forschung, B
d.49-I, 1995.

H
aberm

as, Jürgen, Faktizität und G
eltung. Beiträge zur D

iskurstheorie des Rechts und des dem
okratischen Rechtsstaats, Suhrkam

p, 6. A
uflage, 2017.

︵﹃
事
実
性
と
妥
当
性
﹄︵
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二
訳
︶︑
未
來
社
︑
上
・
下
︑
二
〇
〇
二
︱
三
年
︶

H
egel, G

. W
. F., B

ew
ußtseinslehre für die M

ittelklasse (1809ff.), in W
erke in zw

anzig Bänden, Suhrkam
p, B

d.4, 1970.

H
eidegger, M

artin, Sein und Zeit, M
ax N

iem
eyer, 17. A

ufl., 1993.

︵﹃
存
在
と
時
間
﹄︵
熊
野
純
彦
訳
︶
岩
波
文
庫
︑
全
四
巻
︑
二
〇
一
三
年
︶

H
obbes, Thom

as, Leviathan, O
xford U

.P., 1996.

︵﹃
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
﹄︵
水
田
洋
訳
︶
岩
波
文
庫
︑
全
四
巻
︑
一
九
八
二
︱
八
五
︑九
二
年
︶

H
um

e, D
avid, A Treatise of H

um
an N

ature, O
xford U

.P., Second Edition, 1978.

︵﹃
人
間
本
性
論
﹄︵
木
曾
好
能
ほ
か
訳
︶
法
政
大
学
出
版
局
︑
全
三
巻
︑

一
九
九
五
︱
二
〇
一
二
年
︶

K
ant, Im

m
anuel, G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten, in K

ant’s gesam
m

elte Schriften, hrsg. von der K
öniglich Preußischen A

kadem
ie der 

W
issenschaften, B

d. IV.

︵﹃
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
﹄︵
宇
都
宮
芳
明
訳
︶
以
文
社
︑
一
九
八
九
年
︶

M
acC

allum
, G

erald C
., Jr., N

egative and Positive Freedom
, in M

iller (ed.), Liberty.

M
iller, D

avid (ed.), Liberty, O
xford U

.P., 1991.

Pettit, Philip, Republicanism
. A Theory of Freedom

 and G
overnm

ent, O
xford U

.P., 1997.

Sandel, M
ichael J.,  D

em
ocracy’s D

iscontent. Am
erica in Search of a Public Philosophy, The B

elknap Press of H
arvard U

niversity Press, 1998.

︵﹃
民
主

政
の
不
満
﹄︵
金
原
恭
子
・
小
林
正
弥
監
訳
︶
勁
草
書
房
︑
上
・
下
︑
二
〇
一
〇
︱
一
年
︶

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
課
題
番
号17H

02260

︶
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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