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一

重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か

品　

川　

哲　

彦

一
、
論
点
の
提
示

　

本
稿
が
主
題
と
す
る
重
な
り
合
う
合
意

0

0

0

0

0

0

0

と
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
彼
の
著
作
『
正
義
論
』
を
み
ず
か
ら
見
直
す
な
か
で
打
ち
出
し
た
観
念
で

あ
る
。
同
書
の
初
版
は
一
九
七
一
年
。
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
再
検
討
に
着
手
し
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
四
月
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
お
け
る

ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
講
義
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る
（
川
本
：198

）。
検
討
の
結
果
、
一
九
八
五
年
の
論
文
「
公
正
と
し
て
の
正
義

―
形

而
上
学
的
で
は
な
く
政
治
的
な
」
で
は
、『
正
義
論
』
で
展
開
さ
れ
た
正
義
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
「
政
治
的
な
構
想
」（Raw

ls2001: 

v/xi

）
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
（Ibid.: 32ff/55ff

）。
す
な
わ
ち
、『
正
義
論
』
の
根
幹
を
な
す
正
義
の
二
原
理
は
、
形
而
上
学
的) 1

(

、

超
越
論
的) 2

(

、
哲
学
的
、
道
徳
的
な
論
証
で
は
な
く
、
政
治
的
に
成
り
立
つ
合
意
に
よ
っ
て
市
民
に
受
容
さ
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ケ

リ
ー
の
要
約
を
借
り
れ
ば
、「
正
義
の
政
治
的
な
構
想
は
、
政
治
的
な
諸
価
値
と
関
連
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

よ
り
『
包
括
的
な
』
道
徳
的
・
宗
教
的
あ
る
い
は
哲
学
的
な
教
説
の
一
部
分
と
し
て
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（K

elly: xi/v

）。
そ

の
後
、
重
な
り
合
う
合
意
は
一
九
九
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
の
中
核
的
な
概
念
と
な
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
社
会
の
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重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

し
た
先
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
第
二
節
で
ロ
ー
ル
ズ
、
第
三

節
で
ハ
ー
バ
マ
ス
、
第
四
節
で
リ
ク
ー
ル
の
説
に
つ
い
て
説
明
し
、
第
五
節
に
こ
の
主
題
が
も
つ
意
味
―
―
と
り
わ
け
日
本
の
哲
学
者
に

と
っ
て
も
つ
意
味
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
正
義
の
二
原
理

　

正
義
に
適
っ
た
社
会
を
作
る
に
は
ど
の
よ
う
な
原
理
に
則
れ
ば
よ
い
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
が
『
正
義
論
』
の
な
か
で
展
開
し
た
社
会
契
約

論
の
課
題
は
こ
れ
だ
っ
た
。
一
七
―
八
世
紀
の
社
会
契
約
論
者
で
あ
れ
ば
、
万
人
に
等
し
く
与
え
ら
れ
て
い
る
理
性
に
よ
っ
て
発
見
し
う

る
自
然
法
に
そ
の
原
理
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
現
代
は
価
値
多
元
主
義
社
会
で
あ
る
。
価
値
多
元
主
義
と
は
、
生
き
方
全
般
を
カ
バ

ー
す
る
包
括
的
な
考
え
方
な
い
し
世
界
観
は
複
数
あ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
そ
の
社
会
の
構
成
員
全
員
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す

る
考
え
方
で
あ
る) 4

(

。
価
値
多
元
主
義
の
も
と
で
は
、
自
然
法
や
神
に
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
れ
か
ら

作
ら
れ
る
社
会
の
構
成
員
が
上
述
の
原
理
を
討
議
し
て
―
―
そ
の
場
を
原
初
状
態
（original position

）
と
い
う
―
―
合
意
で
き
る
原

理
が
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
を
公
正
（fairness

）
と
し
て
の
正
義
と
い
う
。
公
正
と
は
、
原
初
状
態
の
当
事
者
の
誰
も
が
等
し

く
自
分
の
考
え
を
述
べ
、
合
意
を
形
成
す
る
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
。「
本
書
を
導
く
理
念
に
よ
れ
ば
、
社
会
の

基
礎
構
造
に
関
わ
る
正
義
の
諸
原
理
こ
そ
が
原
初
的
な
合
意
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
自
分
自
身
の
利
益
を
増
進
し
よ
う
と
努
め
て
い

る
自
由
で
合
理
的
な
諸
個
人
が
平
等
な
初
期
状
態
に
お
い
て
（
自
分
た
ち
の
連
合
体
の
根
本
条
項
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
）
受
諾
す
る

と
考
え
る
原
理
で
あ
る
。
こ
う
し
た
原
理
が
そ
れ
以
降
の
あ
ら
ゆ
る
合
意
を
統
制
す
る
も
の
と
な
る
。（
中
略
）
正
義
の
諸
原
理
を
こ
の

よ
う
に
考
え
る
理
路
を
〈
公
正
と
し
て
の
正
義
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
」（Raw

ls1999: 10/16

）。

　

と
こ
ろ
が
、
人
び
と
は
た
が
い
に
利
己
的
だ
か
ら
自
分
に
有
利
に
な
る
よ
う
な
原
理
を
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
合
意
は
成
り
立

構
成
員
の
う
ち
の
不
遇
な
状
況
に
陥
っ
た
人
び
と
を
支
え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
な
い
し
福
祉
と
呼
ば
れ
う
る
し
く
み
を
、
社
会
契
約
論

を
用
い
て
―
―
し
た
が
っ
て
、
善
意
や
慈
愛
と
い
っ
た
論
拠
で
は
な
く
て
、
社
会
の
構
成
員
各
自
の
自
己
利
益
を
動
機
と
す
る
論
証
の
進

め
方
に
よ
っ
て
、
か
つ
ま
た
、
正
義
す
な
わ
ち
「
ふ
さ
わ
し
い
者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
分
け
与
え
る
」
こ
と
を
指
示
す
る
規
範
に
も
と

づ
い
て
―
―
正
当
化
し
た
と
説
明
し
て
お
こ
う
。

　
『
正
義
論
』
で
は
、
正
義
の
二
原
理
の
採
択
は
時
代
や
文
化
を
超
え
て
誰
も
が
合
意
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

だ
が
、
重
な
り
合
う
合
意
と
い
う
観
念
は
こ
れ
を
否
定
し
、
正
義
の
二
原
理
は
異
な
る
世
界
観
・
価
値
観
を
も
つ
人
び
と
が
共
有
で
き
る

こ
と
が
ら
に
と
ど
ま
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
す
る
正
義
の
成
立
に
は
重
な
り
合
う
合
意

で
は
足
り
ず
、
実
践
理
性
が
働
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
反
論
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
重
な
り
合
う
合
意
は
蓋
然
的
で
偶
然
的
な
合
意

形
成
だ
が
、
正
義
は
ど
の
人
格
も
合
意
す
る
普
遍
妥
当
性
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
践
理
性
と
は
（
文
脈
は
カ
ン
ト

そ
の
ま
ま
で
は
な
い
が
、カ
ン
ト
の
そ
の
概
念
に
由
来
し
て
）、自
分
一
己
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
ひ
と
に
適
用
さ
れ
う
る
規
範
を
考
え
る
、

し
か
も
ど
の
人
格
に
も
期
待
で
き
る
推
論
能
力
を
意
味
す
る
。
別
の
表
現
を
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
重
な
り
合
う
合
意
は
そ
れ
が
真

理
だ
と
い
う
主
張
を
掲
げ
な
い
の
に
た
い
し
て
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
あ
く
ま
で
認
識
、
つ
ま
り
真
理
の
認
知
を
含
ん
だ
基
礎
づ
け
を
求
め
て

い
る
。

　

今
、
私
が
こ
の
主
題
に
立
ち
入
る
の
は
、
二
〇
一
五
年
に
刊
行
し
た
拙
著
『
倫
理
学
の
話
』
の
問
題
構
制
と
そ
れ
が
無
縁
で
な
い
か
ら

で
あ
る
。
同
書
に
寄
せ
ら
れ
た
書
評
へ
の
応
答
を
記
す
さ
い
に
、
私
は
私
自
身
が
拙
著
を
評
す
る
な
ら
突
く
だ
ろ
う
論
点
を
指
摘
し
た（
品

川2016b: 249
) 3

(

）。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
重
な
り
合
う
合
意

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
観
念
を
支
持
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
の
立
場
に
立
つ
の
か
と

い
う
論
点
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
拙
著
は
こ
の
主
題
に
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
入
門
書
と
し
て
の
制
約
か
ら
ロ
ー
ル
ズ
に
つ
い

て
は
『
正
義
論
』
の
み
を
論
じ
て
い
た
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
本
稿
第
五
節
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
主
題
は
拙
著
の
構
想
を
さ
ら
に
展
開
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重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

有
利
な
地
位
に
就
く
に
は
能
力
と
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
い
か
に
本
人
が
能
力
の
発
揮
と
努
力
に
努
め
て
も
、
本
人
に
は
制

御
で
き
な
い
運
が
人
生
を
左
右
す
る
。
格
差
原
理
は
誰
も
幸
運
に
値
す
る
ひ
と
は
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
理
由
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
論
証
で
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
、
私
は
私
の
性
格
を
知
ら
ぬ
ま
ま
に
、
私
が
そ
う
な
る
可
能
性

を
も
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
立
場
を
想
定
し
て
こ
れ
か
ら
作
る
社
会
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
私

の
人
生
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
の
徹
底
し
た
反
事
実
性
か
ら
、
こ
の
思
索
は
形
而
上
学
的

0

0

0

0

0

に
す
ら
み
え
る
。
こ
の
反
事
実
性
は
同
時

に
ま
た
、
こ
の
論
証
の
超
歴
史
的
な
普
遍
妥
当
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
普
遍
妥
当
的
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
結
論
で

あ
る
全
員
に
平
等
な
自
由
が
保
証
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
競
争
に
参
加
す
る
機
会
が
開
か
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
社
会
的
弱
者
を
援
助
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
あ
ら
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

じ
め
組
み
込
ん
だ
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
社
会
の
構
成
員
全
員
が
等
し
く
社
会
設
計
に
参
加
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
必
ず
選
ば
れ
る
社
会
像

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
現
実
の
国
家
は
そ
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
だ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
示
し
た

形
而
上
学
的
な
い
し
は
超
越
論
的
な
『
正
義
論
』
解
釈
―
―
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
重
な
り
合
う
合
意
の
観
念
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
解
釈
だ

が
―
―
の
支
持
者
は
、
あ
る
国
家
が
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
国
家
の
国
民
が
十
分
に
公
正
に
遇
さ
れ
て
は
い
な

い
か
ら
だ
と
反
論
す
る
こ
と
が
、
論
理
上
、
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
論
証
は
、
自
己
利
益
を
求
め
る
合
理
性
に
訴
え
て
、
自

己
利
益
か
ら
は
期
待
し
が
た
く
思
わ
れ
る
カ
ン
ト
的
な
人
間
の
尊
厳
や
友
愛
の
精
神
の
等
価
物
を
結
果
的
に
導
く
と
い
う
離
れ
業

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
え
な

し
と
げ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
マ
ス
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
原
初
状
態
の
構
成
は
、
正
義
の
理
論
を
合
理
的
選
択
に
関
す
る
一
般
理
論
の
一

部
と
し
て
叙
述
し
よ
う
」(H

aberm
as: 68/65)

。
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
評
価
で
き
よ
う
。

　

だ
が
、『
正
義
論
』に
は
い
く
つ
か
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
、
共
同
体
主
義
の
サ
ン
デ
ル
か
ら
の
批
判
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、

自
分
自
身
の
善
の
構
想
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
負
荷
な
き
自
我
で
は
、複
数
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
の
価
値
判
断
を
な
し
え
な
い（
サ

ン
デ
ル
：
18
）。
こ
の
批
判
は
共
同
体
主
義
の
意
図
を
超
え
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

返
す
刀
と
し
て
も
働
く
。
負
荷
な
き
自
我
な
ら
選
択
を
な
し
え
な
い
の
で

た
な
い
。
そ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
そ
の
ひ
と
が
社
会
の
な
か
で
有
利
な
い
し
不
利
な
地
位
に
就
く
原
因
と
な
る
（
た
と
え
ば
、
家
柄
、
階

級
、
人
種
、
能
力
、
体
力
、
健
康
、
性
な
ど
の
）
性
質
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
く
す
る
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
設
定
し
た
。
こ
う
し
て
人
び
と

は
人
間
の
心
理
や
社
会
に
つ
い
て
の
一
般
知
識
は
も
つ
が
、
自
分
の
望
む
生
き
方
、
つ
ま
り
自
分
の
善
の
構
想
は
知
ら
な
い
。

　

す
る
と
、
人
び
と
は
第
一
に
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
善
の
構
想
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
の
実
現
に
役
立
つ
基
本
財
（prim

ary goods

）

は
全
員
平
等
に
分
け
る
方
針
を
採
択
す
る
だ
ろ
う
。
人
為
的
に
分
配
さ
れ
う
る
の
は
、
当
然
、
生
ま
れ
つ
き
の
能
力
、
健
康
等
々
の
自
然

的
基
本
財
で
は
な
く
、
社
会
的
基
本
財
の
み
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
政
治
参
加
の
自
由
、
職
業
選
択
の
自
由
等
の
基
本
的
人
権
が
そ
れ

に
相
応
す
る
。
社
会
的
基
本
財
を
社
会
の
構
成
員
全
員
に
等
し
く
分
配
す
る
こ
の
原
理
は
平
等
な
自
由
の
原
理
と
呼
ば
れ
、
正
義
の
二
原

理
の
第
一
原
理
を
な
す
。

　

し
か
し
、
人
び
と
は
す
べ
て
を
平
等
に
わ
け
る
こ
と
に
は
賛
同
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
に
能
力
と
努
力
を
傾
け
て
も
同
じ
結
果

し
か
得
ら
れ
な
い
な
ら
、
誰
も
能
力
と
努
力
を
傾
け
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
結
果
的
に
全
員
の
不
利
益
と
な
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
人
び
と

は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
も
と
で
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
有
利
な
地
位
を
獲
得
で
き
る
か
を
見
通
せ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
経
済
的

地
位
の
不
平
等
の
存
在
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
、
人
び
と
は
自
分
が
最
も
不
遇
な
地
位
に
陥
る
リ
ス
ク
を
考
え
て
最
悪
を
避
け
る
合
理
的

な
戦
略
（
マ
ク
シ
ミ
ン
戦
略
）
を
と
る
か
ら
、
こ
の
不
平
等
を
次
の
条
件
下
で
の
み
容
認
す
る
。
す
な
わ
ち
、
最
も
不
遇
な
地
位
に
あ
る

者
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
不
平
等
を
用
い
る
こ
と
―
―
具
体
的
に
は
、
社
会
的
経
済
的
に
有
利
な
地
位
に
あ
る
者
か
ら
累
進
課
税
に

よ
っ
て
徴
収
し
た
税
を
不
遇
な
者
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
（
格
差
原
理
）
と
、
社
会
的
経
済
的
に
有
利
な
地
位
に
就
く

機
会
が
全
員
に
公
正
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
（
公
正
な
機
会
均
等
の
原
理
）
で
あ
る
。
格
差
原
理
と
公
正
な
機
会
均
等
の
原
理
と
が
第
二

原
理
を
構
成
す
る
。
格
差
原
理
は
再
分
配
を
支
持
す
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
配
分
結
果
が
全
員
平
等
に
な
る
ま
で
の
再
分
配
は
し

な
い
の
で
、
地
位
の
差
は
残
る
。
ま
た
、
公
正
な
機
会
均
等
は
有
利
な
地
位
に
就
く
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に
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重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

　

ま
と
め
よ
う
。
正
義
の
二
原
理
は
原
初
状
態
で
採
択
さ
れ
る
。
だ
が
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
、
人
び
と
は
現
実
の
自

分
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
の
ち
に
も
、
重
な
り
合
う
合
意
に
よ
っ
て
依
然
と
し
て
正
義
の
二
原
理
を
支
持
す
る
、
と
。

三
、
ハ
ー
バ
マ
ス
の
批
判

　

こ
れ
に
た
い
し
て
異
議
を
唱
え
た
の
が
ハ
ー
バ
マ
ス
で
あ
る
。
そ
の
批
判
の
論
点
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
・
一
）
義
務
論
的
に
解
釈
さ
れ
た
正
義
原
理
を
解
明
・
確
定
す
る
理
論
装
置
と
し
て
原
初
状
態
は
適
切
か
。（
一
・
二
）
ロ
ー
ル
ズ

は
混
同
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
理
論
の
受
容
可
能
性
の
問
題
と
基
礎
づ
け
の
問
題
は
わ
け
る
べ
き
だ
。（
一
・
三
）
正
義
の
二
原
理
で
は

自
由
主
義
的
な
基
本
権
が
民
主
的
な
正
当
化
原
理
よ
り
も
上
位
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
位
置
関
係
は
逆
で
は
な
い
か
（H

aberm
as: 

66-67/64

）。（
一
・
一
）
に
は
さ
ら
に
下
位
の
問
い
と
し
て
三
つ
の
論
点
が
属
し
て
い
る
（Ibid.: 69ff/66ff

）。（
一
・
一
・
一
）
原
初

状
態
は
合
理
的
利
己
主
義
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
原
初
状
態
で
正
義
に
関
わ
る
考
察
を
な
し
う
る
か
。（
一
・
一
・
二
）
基

本
的
人
権
は
基
本
財
と
し
て
扱
い
う
る
か
。（
一
・
一
・
三
）
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
判
断
の
公
平
を
保
証
す
る
か
。（
一
・
二
）
に
は
さ
ら

に
下
位
の
問
い
と
し
て
二
つ
の
論
点
が
属
し
て
い
る
（Ibid.: 78ff/75ff

）。（
一
・
二
・
一
）
重
な
り
合
う
合
意
が
担
う
の
は
認
知
的
役

割
な
の
か
、
あ
る
い
は
た
ん
に
道
具
的
役
割
な
の
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
正
義
の
二
原
理
の
正
当
化
を
果
た
す
の
か
、
二
原
理
が
社
会
に

受
容
さ
れ
て
安
定
す
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
の
も
の
か
。（
一
・
二
・
二
）
重
な
り
合
う
合
意
を
形
容
す
る
「
理
性
的
」
な
い
し
「
道
理

に
適
っ
て
い
る
」（reasonable, vernünftig

）
と
い
う
語
は
道
徳
的
命
令
の
妥
当
性
を
表
わ
す
術
語
か
、
そ
れ
と
も
、
啓
蒙
さ
れ
た
寛

容
が
も
つ
反
省
的
態
度
を
意
味
す
る
の
か
。（
一
・
三
）
に
つ
い
て
は
、
私
が
自
己
決
定
で
き
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
の
私
的
自
律
と
市

民
が
た
が
い
に
意
見
を
交
換
し
あ
っ
て
社
会
の
基
本
的
な
し
く
み
を
み
ず
か
ら
採
択
し
う
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
の
公
共
的
自
律
と
の
違

い
と
と
も
に
両
者
の
あ
い
だ
の
相
互
含
意
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Ibid.: 87ff/85ff

）

あ
れ
ば
、リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
を
選
ぶ
人
び
と
は
も
と
も
と
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
観
を
身
に
つ
け
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。だ
が
も
し
そ
う
な
ら
、

正
義
の
二
原
理
は
特
定
の
伝
統
の
な
か
で
支
持
さ
れ
う
る
も
の
と
な
り
、
伝
統
を
離
れ
た
普
遍
妥
当
性
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
は
あ
ら
た
め
て
正
義
の
二
原
理
の
基
礎
づ
け
を
考
察
し
た
。「『
正
義
論
』
で
は
、
公
正
と
し
て
の
正
義
が
包
括
的
な
道
徳
的

教
説
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
正
義
の
政
治
的
構
想
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
全
然
論
じ
て
い
な
い
」(Raw

ls2001: xvii/xi)

。
正
義
の
二

原
理
は
包
括
的
な
道
徳
的
教
説
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
の
か
。
ロ
ー
ル
ズ
が
採
っ
た
の
は
後
者
だ
っ
た
。「
現
代
世
界
の
歴
史

的
諸
条
件
を
所
与
と
し
て
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
の
現
実
主
義
的
な
観
念
を
定
式
化
す
る
た
め
に
、
正
義
に
つ
い
て
の
そ
の
公
共
的
な
政
治

的
構
想
が
、
同
一
の
包
括
的
な
教
説
の
内
容
か
ら
市
民
た
ち
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
言
わ
な
い
。（
中
略
）
む

し
ろ
、
秩
序
だ
っ
た
社
会
で
は
、
政
治
的
構
想
は
、
道
理
に
適
っ
た
（reasonable

）
重
な
り
合
う
合
意
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ
も
の
に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
言
う
の
で
あ
る
」(Ibid.: 32/56)

。

　

重
な
り
合
う

0

0

0

0

0

と
は
論
理
上
あ
る
種
の
ず
れ
を
含
意
し
て
い
る
。そ
の
ず
れ
と
は
各
人
の
善
の
構
想
の
違
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。だ
か
ら
、

重
な
り
合
う
合
意
は
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
あ
と
、
す
な
わ
ち
現
実
に
作
ら
れ
た
社
会
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
原
初
状
態
で
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
も
と
で
採
択
さ
れ
た
正
義
の
二
原
理
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
国
家
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
国
家
の
基
本
的
な
体
制
を
構
築
す
る
た
め
の
法
す
な
わ
ち
憲
法
に
反
映
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
の
ち
に
は
、
具
体
的

な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
法
律
が
作
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
具
体
的
な
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
と
は
、
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
は
、
社
会
の
構
成
員
す
な
わ
ち
市
民
そ

れ
ぞ
れ
が
抱
い
て
い
る
善
の
構
想
や
自
分
が
占
め
て
い
る
地
位
の
有
利
や
不
利
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
当
初
か
ら
た
が

い
に
利
己
的
と
想
定
さ
れ
て
い
る
市
民
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
時
点
で
採
択
し
た
正
義
の
二
原
理
を
な
お
も
遵
守
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
は
重
な
り
合
う
合
意
を
も
っ
て
答
え
る
わ
け
で
あ
る
。
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重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

理
性
と
い
う
前
提
を
否
定
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
主
義
と
の
対
決
に
力
を
注
い
で
い
る
」。
ハ
ー
バ
マ
ス
は
一
方
で
「
彼
の
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
賞
賛
の
念
を
抱
く
」（Ibid.: 65/62-63

）。
だ
か
ら
、
自
分
の
批
判
を
「
身
内
の
争
い
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、

本
稿
第
四
節
に
記
す
よ
う
に
、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
重
な
り
合
う
合
意
」
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
主
義
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い

で
は
な
い
。
コ
ン
テ
ク
ス
ト
主
義
だ
と
す
れ
ば
、
超
越
論
的
基
礎
づ
け
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
普
遍
妥
当
性
を
断
念
し
て
い
る
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
を
超
越
論
的
意
識
か
ら
出
発
し
た
と
批
判
し
つ
つ
も
、
し
か
し
、
間
主
観
性
に
訴

え
る
別
の
超
越
論
的
手
続
き
を
唱
道
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
誰
も
が
そ
の
実
践
理
性
に
よ
る
推
論
を
と
お
し
て
普
遍
妥
当
的
な
道
徳
法
則
を

見
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
ひ
と
り
の
幸
福
を
め
ざ
す
傾
向
性
に
よ
っ
て
意
志
が
触
発
さ
れ
う
る
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に

お
い
て
も
実
践
理
性
が
意
志
を
規
定
し
う
る
と
い
う
理
性
の
事
実
を
説
い
た
。こ
の
強
い
意
味
で
の
超
越
論
的
基
礎
づ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ひ
き
か
え
て
、

ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
討
議
を
行
な
う
さ
い
に
討
議
者
が
受
け
容
れ
ざ
る
を
得
な
い
相
互
承
認
と
い
う
意
味
で
の
「
弱
い
超
越
論
的
強
制
」

（Ibid.: 88/85

）
の
立
場
を
と
る
。
重
な
り
合
う
合
意
が
放
棄
し
た
超
越
論
的
な
基
礎
づ
け
を
ハ
ー
バ
マ
ス
は
依
然
と
し
て
追
求
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
身
内
の
争
い
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
批
判
は
ロ
ー
ル
ズ
の
論
証
の
根
底
に
達
す
る
。
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
自
己

利
益
を
求
め
る
合
理
性
に
訴
え
て
自
己
利
益
と
は
逆
に
全
員
に
適
用
さ
れ
る
正
義
を
導
出
し
た
か
に
み
え
る
ロ
ー
ル
ズ
の
論
証
は
、
実
際

に
は
正
義
の
構
築
に
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
二
つ
の
部
分
に
分
け
て
要
約
し
よ
う
。

　

重
な
り
合
う
合
意
と
は
何
か
。
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
人
が
抱
く
異
な
る
善
の
構
想
の
あ
い
だ
で
共
有
で
き
る
信
念
を
意
味
す
る
。

各
人
が
考
え
る
善
き
生
き
方
は
そ
の
ひ
と
が
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
的
伝
統
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
こ
の
善
き
生
き
方
の
規
範
を
ヘ
ー
ゲ

ル
は
倫
理
（Ethik

）
と
呼
ん
だ
。「
倫
理
的
問
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
い
で
あ
る
。
そ
の
問
い
は
実
存
的
意
味
を
持
ち
、
一
定
の

限
界
内
で
合
理
的
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
倫
理
的
討
議
は
、
全
般
的
に
見
て
、
私
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
『
善
い
』
も
の
に
つ

　

ハ
ー
バ
マ
ス
の
精
緻
な
批
判
を
こ
こ
で
は
か
な
り
粗
く
要
約
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
ハ
ー
バ
マ
ス
も
ロ
ー

ル
ズ
同
様
に
現
代
の
価
値
多
元
主
義
を
認
め
、
本
稿
第
五
節
に
記
す
よ
う
に
間
主
観
的
妥
当
性
を
も
っ
て
真
理
と
み
な
す
ゆ
え
に
合
意
に

よ
る
基
礎
づ
け
を
主
張
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
批
判
は
彼
自
身
に
よ
れ
ば
「
身
内
の
争
い
」（Ibid.: 65- 66/63

）
で
あ
る
。

　

こ
の
「
身
内
の
争
い
」
と
い
う
表
現
の
意
味
を
、
カ
ン
ト
を
め
ぐ
る
両
者
の
立
場
の
微
妙
な
違
い
に
関
連
づ
け
て
解
釈
し
て
お
こ
う
。

と
い
う
の
も
、
前
述
の
と
お
り
、
重
な
り
合
う
合
意
に
た
い
し
て
ハ
ー
バ
マ
ス
が
も
ち
だ
す
実
践
理
性
は
カ
ン
ト
に
由
来
す
る
概
念
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

ロ
ー
ル
ズ
は
功
利
主
義
に
抗
し
て
、
社
会
全
体
の
幸
福
の
増
大
の
た
め
に
少
数
者
を
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
カ
ン
ト
主

義
者
で
あ
り
、
ハ
ー
バ
マ
ス
も
ま
た
、
社
会
の
構
成
員
全
員
に
平
等
に
参
加
す
る
権
利
を
認
め
る
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の

概
念
が
、
誰
も
が
等
し
く
尊
重
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
目
的
の
国
の
概
念
を
受
け
継
い
で
い
る
点
で
カ
ン
ト
主
義
者
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者

と
も
に
、
価
値
多
元
主
義
の
現
代
で
は
、
叡
知
界
と
現
象
界
の
二
世
界
を
想
定
す
る
カ
ン
ト
の
形
而
上
学
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
う
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
カ
ン
ト
の
主
張
す
る
と
お
り
で
あ
れ
ば
、「
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
理
解
の
う
ち
に
超
越
論
的
意
識
、
す
な
わ

ち
普
遍
的
に
妥
当
す
る
世
界
理
解
が
反
映
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
各
人
の
観
点
か
ら
見
て
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
善
い
こ
と
が
、
実
際
に

す
べ
て
の
人
の
等
し
い
利
害
関
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
現
代
の
社
会
的
・
世
界
観
的
多
元
主
義
と
い
う
条
件
の

下
で
は
、
も
は
や
こ
の
超
越
論
的
意
識
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
」（Ibid.: 75/72-73

）。
そ
の
か
わ
り
に
、
ハ

ー
バ
マ
ス
は
（
ロ
ー
ル
ズ
と
と
も
に
）
間
主
観
的
な
基
礎
づ
け
を
め
ざ
し
て
討
議
を
と
お
し
た
合
意
に
訴
え
る
。「
ロ
ー
ル
ズ
は
カ
ン
ト

の
自
律
概
念
を
間
主
観
主
義
的
に
解
釈
し
て
み
せ
た
。
つ
ま
り
、
関
係
者
全
員
が
自
ら
の
理
性
の
公
共
的
使
用
に
基
づ
い
て
十
分
な
根
拠

を
も
っ
て
受
け
容
れ
う
る
法
を
遵
守
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
自
律
的
に
行
為
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
」（Ibid.: 65/62

）。
と
こ
ろ

が
、「
二
〇
年
前
の
ロ
ー
ル
ズ
は
功
利
主
義
的
立
場
に
対
峙
し
て
い
た
の
だ
が
、
今
日
の
彼
は
と
り
わ
け
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
す
る
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だ
が
、
自
分
の
善
の
構
想
か
ら
の
脱
却
は
原
初
状
態
で
す
で
に
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
初
状
態
で
採
択
さ

れ
た
原
理
は
す
で
に
正
義
を
担
保
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
う
い
う
反
論
が
持
ち
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ハ
ー
バ

マ
ス
の
批
判
は
そ
の
原
初
状
態
に
ま
で
遡
る
。
原
初
状
態
に
い
る
人
び
と
は
た
が
い
に
利
己
的
だ
と
い
う
前
提
か
ら
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
原

初
状
態
で
の
人
び
と
の
行
動
が
自
己
利
益
を
目
的
と
す
る
と
い
う
意
味
で
の
合
理
性
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
指
摘
す
る
。
と
こ
ろ
が
、「
合

理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
制
約
の
下
で
は
、
当
事
者
は
た
が
い
に
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
交
換
し
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
」（Ibid.: 

69/67

）。
し
た
が
っ
て
、
自
他
の
立
場
を
等
し
く
配
慮
す
る
実
践
理
性
は
そ
こ
で
は
働
い
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ロ
ー
ル
ズ
は
原
初
状

態
の
当
事
者
に
す
で
に
正
義
の
感
覚
を
想
定
し
て
い
る
が
、
ハ
ー
バ
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
想
定
で
は
合
理
性
に
訴
え
る
「
も
と
の
モ
デ

ル
の
核
心
部
分
が
失
わ
れ
る
」（Ibid.: 70/68

）。
な
ぜ
な
ら
、「
当
事
者
が
合
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
制
約
か
ら
一
歩
外
へ
踏
み
出
し
、

道
徳
的
人
格
に
通
ず
る
も
の
を
わ
ず
か
で
も
身
に
着
け
た
と
た
ん
、
主
観
的
選
択
合
理
性
と
そ
れ
に
対
応
す
る
客
観
的
制
限
と
の
分
業
関

係
は
壊
れ
て
し
ま
う
」（Ibid.

）
か
ら
だ
。
明
ら
か
に
ハ
ー
バ
マ
ス
の
批
判
の
最
も
根
幹
に
は
、
原
初
状
態
と
は
合
理
的
な
選
択
の
場
で

あ
っ
て
、
そ
の
合
理
性
と
は
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
合
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
正

義
の
感
覚
は
原
初
状
態
に
と
っ
て
異
質
な
外
挿
だ
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
は
の
ち
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
は
こ
の

解
釈
に
立
っ
た
批
判
の
展
開
し
て
い
く
先
を
見
届
け
よ
う
。

　

前
述
の
と
お
り
、
正
義
は
実
践
理
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
道
徳
に
属
す
が
、
重
な
り
合
う
合
意
は
倫
理
に
由
来
す
る
。
ハ
ー
バ
マ
ス

の
解
釈
で
は
、
原
初
状
態
は
合
理
的
選
択
の
場
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
設
定
し
て
も
、
実
践
理
性
は
機
能

し
な
い
。
そ
も
そ
も
討
議
倫
理
学
者
ハ
ー
バ
マ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
原
初
状
態
に
お
い
て
正
義
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、「
自
律
的

市
民
の
理
性
」
は
「
選
択
的
合
理
性
に
還
元
し
つ
く
せ
な
い
」（Ibid.: 68/65-66

）
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
点
で
誤
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
自
分
自
身
の
善
の
構
想
を
自
覚
し
て
い
る
（
つ
ま
り
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
か
か
っ
て
い
な
い
）
人
び
と
が
平
等
な
立
場
で
討
議
に
参

い
て
の
解
釈
学
的
反
省
の
尺
度
に
従
う
」（Ibid.: 123-124/122

) 5

(

）。
そ
れ
ゆ
え
、「
倫
理
的
勧
告
は
、
真
理
か
ら
も
道
徳
的
正
し
さ
か
ら

も
区
別
さ
れ
る
、
あ
る
タ
イ
プ
の
妥
当
要
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
倫
理
的
勧
告
は
、
個
人
の
生
活
史
や
間
主
観
的
に
共
有
さ
れ
た
伝
承

と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
内
で
形
成
さ
れ
て
き
た
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
の
自
己
理
解
の
信
憑
性
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
」

（Ibid.: 124/122-123
) 6

(

）。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
は
そ
の
文
化
的
伝
統
を
共
有
す
る
集
団
の
な
か
で
は
妥
当
性
を
も
つ
が
、
そ
の
集
団
に
属

さ
な
い
者
に
は
妥
当
し
な
い
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
正
義
は
多
様
な
善
の
構
想
を
抱
い
て
い
る
人
び
と
み
な
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
、
善
の
構
想
の
い
ず
れ
を
も

平
等
に
扱
う
。
社
会
の
構
成
員
み
な
に
妥
当
す
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
意
味
で
の
道
徳
（M

oral

）
に
属
す
。
今
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま

な
宗
教
の
い
ず
れ
の
教
義
に
も
人
命
の
尊
重
が
含
ま
れ
て
い
て
そ
の
点
で
重
な
り
合
う
合
意
が
成
り
立
つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
「
幸

運
な
重
な
り
合
い
」（Ibid.: 98/96
）
―
―
す
な
わ
ち
「
そ
れ
ぞ
れ
の
私
か
ら
み
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
べ
て
の
理
性
的
な
人
び
と
が
受
け
容
れ
る
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
全
要
素
を
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
」（Ibid.: 113/112

）
て
濾
過
さ
れ
た
も
の
―
―
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
正
義
を
考
え
る
に
は
、
各
人
が
自
分
の
善
の
構
想
と
い
う
視
点
か
ら
離
れ
て
、
自
分
の
み
な
ら
ず
異
な
る
善
の
構
想
を
も
つ
ひ
と

に
と
っ
て
も
等
し
く
善
な
る
こ
と
を
考
え
う
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
正
義
問
題
は
、
理
想
化
に
よ
っ
て
制
約
を
脱
し
た
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
、
全
員
の
等
し
い
利
害
関
心
の
う
ち
に
あ
る
の
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
」（Ibid.: 86/83

）。
す
な
わ
ち
実
践
理

性
の
働
き
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
な
り
合
う
合
意
で
は
、
正
義
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
ハ
ー
バ
マ
ス
の
み
る
と
こ
ろ
、
重

な
り
合
う
合
意
は
、
近
代
の
宗
教
的
市
民
戦
争
を
政
治
的
に
終
了
さ
せ
た
寛
容
の
精
神
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か

し
、「『
人
権
の
核
』
が
―
―
宗
教
や
形
而
上
学
と
は
別
の
こ
ち
ら
側
で
、
十
分
な
根
拠
を
も
つ
な
ん
ら
か
の
道
徳
的
妥
当
性
を
土
台
に
し

て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
宗
教
の
争
い
は
そ
も
そ
も
寛
容
の
原
理
に
沿
っ
て
終
了
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
」（Ibid.: 87/85

）
と
ハ
ー
バ

マ
ス
は
反
問
す
る
。
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マ
ス
は
「
哲
学
者
で
は
な
く
、
市
民
が
最
終
結
論
を
下
す
べ
き
な
の
で
あ
る
」（Ibid.: 119/117

）
と
い
う
立
場
を
ロ
ー
ル
ズ
も
共
有
し

て
い
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
、「
哲
学
徒
は
こ
れ
ら
の
理
念
の
定
式
化
に
参
加
す
る
が
、
そ
れ
は
つ

ね
に
市
民
の
な
か
の
ひ
と
り
と
し
て
で
あ
る
」（Raw

ls1993: 175 （
８
））
と
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
実
の
と
こ
ろ
、『
正
義
論
』

は
現
実
の
市
民
で
は
な
く
、
哲
学
者
が
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
た
討
議
者
た
ち
に
、
そ
の
全
員
の
同
意
で
き
る
原
理
を
提
示
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
ハ
ー
バ
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
社
会
の
た
め
の
デ
ザ
イ
ン
全
体
を
市
民
に
提
示
し
よ
う
と

す
る
理
論
だ
け
が
哲
学
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
る
可
能
性
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（H

aberm
as: 119/118

）。
か

く
し
て
、
ロ
ー
ル
ズ
に
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
容
が
冠
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
批
判
は
、
前
述
の
と
お
り
、
原
初
状
態
を
合
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
選
択
の
場
と
す
る
解
釈
に
立
脚
し
て

い
る
。
こ
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
人
び
と
が
原
初
状
態
で
採
択
し
た
正
義
の
二
原
理
を
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
あ
と
の

現
実
の
社
会
で
も
守
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
や
ホ
ッ
ブ
ズ
の
合
理
的
利
己
主
義
者
の
よ
う
な
純
粋

な
自
己
利
益
に
訴
え
る
問
題
に
類
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
が
設
定
し
て
い
る
と
お
り
に
原
初
状
態
の
構
成
員
が
す
で
に
正
義
の

感
覚
を
獲
得
し
て
い
る
な
ら
、
自
己
利
益
を
求
め
る
合
理
的
選
択
に
論
点
を
収
斂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（
品
川2015: 158

）。
む
ろ
ん
、

正
義
の
感
覚
の
導
入
が
原
初
状
態
の
設
定
の
な
か
で
整
合
的
な
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
ハ
ー
バ
マ
ス
は
不
整
合
と
判
断
す
る
わ
け
だ

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
論
点
に
直
進
せ
ず
に
、
原
初
状
態
に
お
い
て
正
義
の
感
覚
の
存
在
を
認
め
る
解
釈
が
「
重
な
り
合
う
合
意
か
、
実
践

理
性
か
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
か
を
探
究
し
よ
う
。

四
、
リ
ク
ー
ル
の
解
釈

　

価
値
多
元
主
義
の
現
代
で
は
、
重
な
り
合
う
合
意
と
い
う
観
念
に
肯
定
的
な
評
価
を
す
る
論
者
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、
リ
ク
ー
ル
が「
純

加
し
て
彼
ら
が
共
通
し
て
属
し
て
い
る
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
自
他
の
意
見
を
交
換
す
る
と
す
れ
ば
、
合
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
超
え
た

思
考
、
す
な
わ
ち
理
性
の
公
共
的
使
用
が
す
で
に
そ
こ
に
開
始
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。「
自
律
的
市
民
は
他
人
の
利
益
を
公
正
な

原
理
の
下
で
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
自
己
利
益
の
み
か
ら
考
え
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
自
律
的
市
民
は
誠
実
な
ふ
る
ま
い

へ
と
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
自
律
的
市
民
は
自
ら
の
理
性
を
公
共
的
に
使
用
し
、
現
存
の
仕
組
み
や
政
治
の
正
統
性
に
つ
い
て
納

得
し
う
る
と
い
う
こ
と
」（Ibid.: 69/66

) 7

(

）
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
構
成
員
は
（
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
情
報
を
知
ら
ぬ

原
初
状
態
の
討
議
で
は
な
く
て
、
自
分
自
身
を
知
っ
て
い
る
血
肉
を
備
え
た
人
間
と
し
て
発
言
す
る
）
こ
の
討
議
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち

の
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
合
意
を
形
成
す
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
マ
ス
は
こ
れ
を
「
公
共
的
自
律
」（Ibid.: 87/85

）
と
呼
ぶ
。
自
律
と

は
「『
理
性
』
と
『
自
由
意
志
』
を
統
合
す
る
も
の
」（Ibid.: 125/124

）
で
あ
る
。「
実
践
理
性
に
導
か
れ
た
意
志
は
自
律
的
な
も
の
と

さ
れ
る
。
一
般
に
自
由
の
本
質
は
恣
意
と
格
率
と
を
結
び
つ
け
る
能
力
に
あ
る
が
、
自
律
と
は
わ
れ
わ
れ
が
洞
察
に
よ
っ
て
自
己
の
も
の

と
し
た
格
率
に
よ
っ
て
自
己
拘
束
す
る
こ
と
で
あ
る
」（Ibid.

）。
こ
の
場
合
に
は
、
ひ
と
り
の
人
格
の
自
律
で
は
な
く
て
、
人
び
と
が
自

分
の
善
の
構
想
を
め
ざ
し
て
い
る
自
分
自
身
を
討
議
と
合
意
を
つ
う
じ
て
万
人
に
と
っ
て
の
善
に
よ
っ
て
自
己
拘
束
す
る
ゆ
え
に
、
公
共

的
自
律
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
討
議
を
と
お
し
て
導
出
さ
れ
る
社
会
の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
ロ
ー
ル
ズ
の

正
義
の
二
原
理
が
描
く
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
な
に
ぶ
ん
「
身
内
の
争
い
」
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、

討
議
倫
理
学
は
討
議
す
な
わ
ち
手
続
き
の
正
統
性
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
結
論
の
構
想
を
呈
示
し
な
い
。
そ
れ
と
比
べ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の

論
証
は
哲
学
者
が
原
初
状
態
の
設
定
の
も
と
に
考
え
た
社
会
像
を
提
示
し
、
市
民
は
そ
れ
が
各
自
の
善
の
構
想
に
重
な
り
合
う
ゆ
え
に
受

容
す
る
と
設
計
し
て
い
る
点
で
市
民
自
身
の
実
践
理
性
に
議
論
を
ゆ
だ
ね
て
い
な
い
。
ハ
ー
バ
マ
ス
は
こ
の
態
度
を
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と

評
し
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
想
を
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
評
す
る
の
は
辛
辣
な
批
判
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
バ
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重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

リ
ク
ー
ル
は
伝
統
に
言
及
す
る
。「
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
、
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
伝
統
か
ら
出
て
く
る
長
い
教
養

（Bildung

）
の
結
果
（
中
略
）
か
ら
分
離
し
た
ら
、
マ
ク
シ
ミ
ン
規
則
は
そ
の
倫
理
的
特
質
を
失
う
だ
ろ
う
」（Ibid.

）。
し
た
が
っ
て
、

ハ
ー
バ
マ
ス
と
は
逆
に
リ
ク
ー
ル
で
は
、
規
範
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
の
倫
理
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
そ
の
妥
当
性
を
認
め
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
リ
ク
ー
ル
は
重
な
り
合
う
合
意
と
い
う
観
念
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。『
正
義
論
』
で
は
、
そ
の
論
証
が
西
欧
の
「
リ
ベ
ラ

ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
歴
史
的
領
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
て
い
な
か
っ
た
」（Ibid.: 117/108

）。
リ
ク
ー
ル
は
そ
こ
を

批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
公
正
と
し
て
の
正
義
の
理
論
は
「
制
度
ま
た
は
共
同
体
の
一
般
理
論
か
ら
は
演
繹
さ
れ
な
い

構
想
」（Ibid.: 118/109

）
で
あ
る
と
い
う
理
解
、
し
た
が
っ
て
超
歴
史
的
に
超
越
論
的
に
演
繹
さ
れ
な
い
こ
と
こ
そ
が
リ
ク
ー
ル
か
ら

す
れ
ば
正
し
い

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ロ
ー
ル
ズ
は
や
は
り
合
理
的
討
議
を
奉
じ
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
点
で
ロ
ー
ル
ズ
と
ハ

ー
バ
マ
ス
の
討
議
倫
理
学
と
の
近
さ
を
認
め
る
。
だ
が
、「
ロ
ー
ル
ズ
は
超
越
論
的
論
証
に
つ
い
て
語
ら
ぬ
姿
勢
を
や
め
な
い
」（Ibid.: 

119/110

）。
ハ
ー
バ
マ
ス
は
そ
の
点
を
不
満
に
思
う
。
リ
ク
ー
ル
は
別
の
方
向
に
進
む
。「
重
な
り
合
う
合
意
は
少
な
く
と
も
二
百
年
に

わ
た
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
践
の
経
験
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
念
に
と
ど
ま
る
」（Ibid.

）。
こ
れ
が
否
定
的
評

価
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

五
、「
重
な
り
合
う
合
意
か
、
実
践
理
性
か
」
と
い
う
問
い
が
も
つ
意
味

　

重
な
り
合
う
合
意
か
実
践
理
性
か
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ル
ズ
、
ハ
ー
バ
マ
ス
、
リ
ク
ー
ル
の
見
解
を
示
し
て
き
た
。
こ
の
主

題
を
考
え
続
け
る
に
は
、
当
然
、
三
者
の
倫
理
理
論
の
い
っ
そ
う
精
緻
な
読
解
を
め
ざ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
一
節
に
記

し
た
よ
う
に
、
本
稿
は
こ
の
主
題
を
拙
著
『
倫
理
学
の
話
』
の
問
題
構
制
を
展
開
す
る
先
に
位
置
づ
け
て
、
こ
の
主
題
が
も
つ
意
味
を
解

粋
に
手
続
き
的
な
正
義
論
は
可
能
か
―
―
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
に
つ
い
て
」（Ricoeur: 71-99/63-90

) 9

(

）
と
「
ジ
ョ
ン
・

ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
以
後
」(Ibid.: 98-120/91-111

）
と
題
し
て
展
開
し
て
い
る
議
論
を
参
照
し
よ
う
。
前
者
の
表
題
と
前
節
末

尾
と
を
読
み
合
わ
せ
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
の
見
解
が
ハ
ー
バ
マ
ス
の
見
解
と
対
峙
す
る
こ
と
は
す
で
に
予
想
さ
れ
よ
う
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
論
証
は
自
己
利
益
を
求
め
る
合
理
性
に
訴
え
て
自
己
利
益
と
は
逆
に
全
員
に
適
用
さ
れ
る
正
義
を
導
出
し
た
か
に
み
え

る
。
第
二
節
に
記
し
た
こ
の
印
象
を
リ
ク
ー
ル
も
共
有
す
る
。「
一
見
す
る
と
、
倫
理
的
で
な
い
前
提
条
件
に
倫
理
的
な
結
論
を
与
え
る

の
で
、
論
拠
は
純
粋
に
合
理
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
」（Ibid. : 91/84

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
一
見
す
る
と
」
と
い
う
よ
う
に
リ
ク
ー

ル
か
ら
み
る
と
外
見
に
と
ど
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
リ
ク
ー
ル
は
そ
れ
以
上
に
ロ
ー
ル
ズ
が
功
利
主
義
へ
の
反
対
者
で
あ
る
点
を
読
み
込

む
か
ら
だ
。「
も
し
そ
れ
が
大
多
数
の
者
の
益
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
な
ら
、
恵
ま
れ
な
い
若
干
の
個
人
ま
た
は
集
団
を
犠
牲
に
し
て
も

仕
方
が
な
い
と
す
る
功
利
主
義
に
反
対
す
る
決
定
的
な
論
拠
を
、
も
っ
と
仔
細
に
検
討
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
技
術
的
な
論
法
を
よ
そ
お
っ

た
倫
理
的
な
論
法
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
た
く
な
る
」（Ibid.

）。
こ
の
見
解
に
立
つ
と
、
人
び
と
は
自
分
が
最
も
不
遇
な
状
況
に
陥

る
可
能
性
を
配
慮
し
て
格
差
原
理
を
採
択
す
る
と
し
た
論
証
は
あ
く
ま
で
技
術
的
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
論
証
の
前
提
か
ら
し
て
不
遇
な

者
を
支
え
る
倫
理
的
態
度
を
原
初
状
態
の
構
成
員
は
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
に
つ
い
て
の
熟
考
さ
れ
た
確
信
は「
正

義
の
感
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
」（Ibid. : 93/86

）。
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
の
論
証
は
正
義
の
こ
の
先
行
理
解
を
発

掘
す
る
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
悪
を
避
け
よ
う
と
い
う
マ
ク
シ
ミ
ン
戦
略
す
ら
用
心
深
さ
の
表
わ
れ
で
は
な
く
て
、
誰
を
も
犠
牲
に

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
論
的
な
含
意
を
も
つ
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。「
私
見
で
は
、
マ
ク
シ
ミ
ン
の
規
則
も
含
め
て
、
い
わ

ゆ
る
自
律
し
た
論
拠
の
義
務
論
的
目
標
を
確
保
す
る
の
は
、正
義
と
不
正
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
先
行
理
解
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
」

（Ibid. : 96/88

）。

　

先
行
理
解
と
は
何
か
。
解
釈
学
の
教
え
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
生
ま
れ
育
っ
た
伝
統
が
私
た
ち
に
体
得
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
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重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

二
二
章
は
真
理
概
念
の
変
遷
を
と
り
あ
げ
、
知
性
と
も
の
の
一
致
を
説
く
対
応
説
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
」
へ
の
還
元
を
経
て
、

そ
こ
か
ら
出
発
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
間
主
観
性
の
発
見
を
ま
と
め
た
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
も
曲
が
り
角
に
立
つ
。
彼
は
真
理
を
物
自

体
と
の
一
致
で
は
な
く
、
人
間
に
共
通
の
認
識
能
力
を
と
お
し
て
人
間
が
知
り
う
る
現
象
に
つ
い
て
の
人
間
に
共
通
の
認
識
能
力
に
お
け

る
一
致
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
す
で
に
そ
こ
に
、
各
人
の
実
践
理
性
に
お
け
る
一
致
に
よ
っ
て
道
徳
法
則
を
基
礎
づ
け
る
可
能
性
が
準
備

さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
カ
ン
ト
自
身
は
ま
だ
こ
の
間
主
観
的
な
妥
当
性
に
は
進
ん
で
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
法
則
の
真
理
性
を

保
証
す
る
の
は
、
異
な
る
人
び
と
の
実
践
理
性
に
お
け
る
一
致
で
は
な
く
、
叡
知
界
に
属
す
実
践
理
性
に
よ
る
推
論
の
普
遍
妥
当
性
だ
か

ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
拙
著
第
二
二
節
は
真
理
の
整
合
説
に
言
及
し
て
い
な
い
。
真
理
の
整
合
説
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
抱
い
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
信
念
の
全
体
的
な
整
合
性
を
保
持
す
る
こ
と
で
お
の
お
の
の
信
念
の
真
理
性
は
保
証
さ
れ
る
。
拙
著
が
こ
れ
に
言
及
し
な
か
っ
た
理
由

は
、
ロ
ー
テ
ィ
の
い
う
よ
う
に「
い
わ
ゆ
る
ネ
オ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
は
、
道
徳
哲
学
や
社
会
哲
学
に
は
あ
ま
り
か
か
わ
り
を
も
た
な
い
」

（
ロ
ー
テ
ィ
：
80
）
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
下
の
脈
絡
で
は
、
ロ
ー
テ
ィ
が
究
極
的
な
基
礎
づ
け
を
否
定
す
る
点
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
と
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
経
て
ガ
ダ
マ
ー
へ
と
続
く
解
釈
学
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
（
同
上
：
17
）
点
が
重
要
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
説
明
し
た
諸
立
場
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
実
践
理
性
に
よ
っ
て

規
範
的
言
明
の
真
理
性
妥
当
要
求
を
主
張
す
る
。
リ
ク
ー
ル
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
な
く
解
釈
学
と
し
て
先
行
理
解
を
孕
ん
だ
伝
統
に

帰
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
重
な
り
合
う
合
意
の
位
置
づ
け
は
そ
の
解
釈
し
だ
い
で
こ
の
両
極
の
あ
い
だ
で
揺
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
重
な
り
合

う
合
意
か
実
践
理
性
か
と
い
う
主
題
は
カ
ン
ト
に
遡
り
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
真
理
概
念
を
め
ぐ
る
対
立
が
控
え
て
い
る
。
私
は
こ
の
主

題
を
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

さ
て
、
し
か
し
、
上
述
の
哲
学
者
た
ち
は
リ
ク
ー
ル
の
い
う
西
洋
の
リ
ベ
ラ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
伝
統
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

釈
し
、
さ
ら
に
こ
の
問
い
が
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
者
に
と
っ
て
も
つ
意
味
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

　

拙
著
第
三
部
は
「
正
義
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
、
ま
ず
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
概
念
に
さ
か
の
ぼ
り
、
キ
ケ
ロ
と
ト
マ
ス
・
ア

ク
ィ
ナ
ス
に
正
義
と
善
意
の
対
比
、
正
義
の
善
意
に
た
い
す
る
優
先
を
見
出
し
、
ロ
ッ
ク
の
労
働
所
有
論
と
彼
が
切
り
拓
い
た
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
を
記
し
、
社
会
正
義
―
―
す
な
わ
ち
社
会
的
弱
者
を
念
頭
に
お
い
た
正
義
に
か
な
っ
た
分
配
―
―
は
よ
う
や
く
一
九
世
紀
以
後
に
主

題
化
し
た
と
す
る
前
史
を
付
し
た
う
え
で
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
を
社
会
正
義
に
つ
い
て
の
卓
抜
な
議
論
と
し
て
と
り
あ
げ
た
。
つ

い
で
、
リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
、
共
同
体
主
義
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
を
記
し
、
共
同
体
主
義
の
系
譜
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
遡
っ
た
の
ち
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
共
同
体
主
義
と
の
調
停
（
そ
れ
は
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
を
調
停
を
も
含
意
す
る
）

の
試
み
と
し
て
討
議
倫
理
学
を
論
じ
て
い
る
。

　

重
な
り
合
う
合
意
か
実
践
理
性
か
と
い
う
論
点
の
背
景
に
は
、「
身
内
の
争
い
」
の
意
味
を
説
明
し
た
な
か
で
示
し
た
よ
う
に
、
カ
ン

ト
が
控
え
て
い
る
。
拙
著
は
カ
ン
ト
に
二
章
を
費
や
し
た
。
カ
ン
ト
は
歴
史
の
曲
が
り
角
に
立
つ
哲
学
者
で
あ
る
。
誰
も
た
ん
な
る
手
段

と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
そ
の
人
間
の
尊
厳
の
観
念
は
世
俗
化
さ
れ
て
近
代
社
会
の
骨
子
を
形
作
る
一
方
、
カ
ン
ト
は
尊
厳
を
、
自

分
一
己
の
幸
福
を
求
め
る
傾
向
性
に
影
響
さ
れ
る
現
象
界
の
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
で
は
な
く
、
叡
知
界
の
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に

帰
す
る
形
而
上
学
を
提
示
し
て
い
る)10

(

。
実
践
理
性
と
い
う
概
念
も
こ
の
二
面
性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
は
、
傾
向
性
に
よ
る
影
響
か
ら
意

志
を
脱
却
せ
し
め
る
権
能
を
も
つ
点
で
叡
知
界
に
属
す
一
方
、
推
論
能
力
と
い
う
意
味
で
の
理
性
と
し
て
、
自
己
利
益
に
役
立
つ
手
段
を

推
論
す
る
実
用
的
理
性
と
連
続
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
二
面
性
の
う
ち
、
実
践
理
性
を
合
理
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か
ら
截
然
と
分

け
る
ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
断
絶
を
、
ロ
ー
ル
ズ
は
そ
の
連
続
を
受
け
継
い
で
い
る
。

　

た
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
ハ
ー
バ
マ
ス
も
ロ
ー
ル
ズ
同
様
に
カ
ン
ト
の
二
世
界
論
の
形
而
上
学
を
継
承
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
両
者
が
間
主
観
性
の
真
理
概
念
と
哲
学
の
言
語
論
的
転
回
を
経
た
二
〇
世
紀
の
哲
学
者
だ
か
ら
で
あ
る
（
品
川2015: 254

）。
拙
著
第
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六
九

重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

本
の
伝
統
は
「
外
来
文
物
を
以
て
『
天
照
大
神
の
御
心
を
受
け
て
我
が
国
の
道
を
広
め
深
く
す
る
』
と
い
う
自
主
的
・
主
体
的
立
場
の
思

想
」（
高
山
：
52
）
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
京
都
学
派
の
哲
学
者
高
山
岩
男
の
一
九
四
三
年
の
発
言
に
そ
の
ま
ま
賛
同
す
る
ひ
と
は
少

な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
発
言
が
は
し
な
く
も
言
い
当
て
て
い
る
、
国
外
か
ら
多
く
を
学
び
と
り
つ
つ
も
依
然
と
し
て
根
本
的
な
次
元
で
は

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

変
わ
ら
な
い
日
本
社
会
の
閉
鎖
的
な
安
定
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
今
な
お
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
実
践
理
性
の
可
能
性
を
徹
底
的
に
追
求
す
る
こ
と
は
こ
の
閉
鎖
性
に
穴
を
う
が
つ
た
め
の
賭
け
で
あ
る
。
私
見
で

は
、
人
間
の
尊
厳
と
い
う
観
念
は
重
な
り
合
う
合
意
で
は
な
く
、
実
践
理
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
実
践
理
性
に

よ
っ
て
し
か
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
論
証
に
立
ち
入
る
紙
幅
は
も
は
や
な
い
。

　

ま
と
め
よ
う
。
重
な
り
合
う
合
意
と
い
う
観
念
の
な
か
に
は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
で
倫
理
に
と
ど
ま
る
私
た
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
伝
統
の
な
か
に
あ
る
価
値
観
を
道
徳
的
観
点
か
ら
み
た
批
判
的
考
察
な
し
に
受
容
す
る
怠
慢

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

0

0

0

0

0

0

0

に
通
じ
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ

し
て
ま
た
道
徳
と
し
て
の
妥
当
性
要
求
に
つ
い
て
の
厳
し
い
審
査
な
し
に
そ
の
価
値
観
を
自
己
の
伝
統
に
固
有
な
特
性
と
し
て
主
張
す

る
、
怠
慢
の
う
え
に
立
っ
た
傲
慢

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
通
じ
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
へ
の
注
意
の
喚
起
が
本
稿
の
暫
定
的
な
結
論
で
あ
る
。

参
考
文
献

　

 　

参
考
文
献
は
文
中
に
括
弧
に
入
れ
、
著
者
名
、
コ
ロ
ン
、
引
用
頁
の
順
に
記
し
て
い
る
。
同
一
著
者
か
ら
複
数
の
文
献
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
著
者
名

の
後
に
発
行
年
、
さ
ら
に
同
一
発
行
年
の
文
献
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
区
別
し
た
。
原
文
と
邦
訳
を
参
照
し
た
場
合
に
は
原
文
の
頁
、

ス
ラ
ッ
シ
ュ
、
邦
訳
の
頁
の
順
に
記
す
。

川
本
隆
史
、『
ロ
ー
ル
ズ
』、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
。

高
山
岩
男
、「
道
義
的
生
命
力
に
つ
い
て
」、『
中
央
公
論
』
六
七
〇
号
、
一
九
四
三
年
。

こ
の
主
題
は
そ
の
伝
統
に
属
さ
な
い
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
私
た
ち
の
状
況
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

考

え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
ま
ず
、
ロ
ー
ル
ズ
が
『
正
義
論
』
で
構
想
し
た
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
は
は
た
し
て
私
た
ち
自
身
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社
会
と
な
り
う
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

、
な
り
う
る
と
す
れ
ば
い
か
に
し
て
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
論
者
に
と
っ
て
、
重
な
り
合
う
合
意
と
い
う
観
念
は
き
わ
め
て
好
都
合
な
手
引
き
で
あ
り
え
よ
う
。
リ

ク
ー
ル
の
い
う
「
少
な
く
と
も
二
百
年
に
わ
た
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
践
の
経
験
」
を
私
た
ち
は
共
有
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
近
代
化

の
過
程
の
な
か
で
そ
の
い
く
ら
か
を
摂
取
し
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
裏
返
せ
ば
、
こ
の
観
念
は
私
た
ち

の
伝
統
の
な
か
に
あ
る
そ
れ
と
敵
対
す
る
要
因
を
都
合
よ
く
看
過
す
る
誘
因

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
り
う
る
。
私
は
そ
の
点
に
疑
念
と
懸
念
を
覚
え
る
。

人
格
を
た
ん
な
る
手
段
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
人
間
の
尊
厳
、
国
家
の
た
め
に
国
民
が
あ
る
の
で
は
な
く
国
民
の
た
め
に
国
家
が
あ

る
と
考
え
る
社
会
契
約
論
の
根
本
的
態
度
、
近
代
国
家
の
出
発
点
に
位
置
す
る
政
教
分
離
、
さ
ら
に
は
あ
た
か
も
自
明
の
ご
と
く
語
ら
れ

る
価
値
多
元
主
義
す
ら
も
、
は
た
し
て
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

反
問
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
特
攻
隊
は
紛
う
か
た
な
く
人
格
の
た
ん
な
る
手
段
化
だ
が
、
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
か
わ
り
に
、
あ
た
か

も
責
任
を
問
い
え
ぬ
不
幸
や
悲
劇
の
よ
う
に
語
る
傾
向
が
な
い
か
。
戦
死
者
を
追
悼
す
る
国
家
的
儀
式
の
な
か
で
戦
死
者
を
「
お
国
の
た

め
に
貴
重
な
命
を
捧
げ
た
方
々
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
国
が
大
日
本
帝
国
で
あ
っ
て
現
在
は
日
本
国
で
あ
る
と
い
う
断
続
性
が
埋

め
ら
れ
る
一
方
で
、
国
民
が
過
去
の
克
服
の
う
え
に
立
っ
て
現
在
の
国
家
の
あ
り
方
を
決
め
る
と
い
う
社
会
契
約
論
的
発
想
に
は
つ
い
に

想
到
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か)11

(

。
大
日
本
帝
国
憲
法
第
二
八
条
「
日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限

ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」に
い
う
、
内
心
の
自
由
以
上
の
国
民
の
義
務
の
優
先
は
精
神
的
な
意
味
に
お
い
て
脱
却
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。

外
国
の
思
想
を
孜
々
と
し
て
摂
取
し
、
そ
れ
ゆ
え
価
値
多
元
主
義
と
い
う
観
念
も
自
明
の
よ
う
に
流
通
す
る
一
方
で
、
難
民
申
請
の
高
い

障
壁
や
海
外
か
ら
の
技
能
実
習
生
の
労
働
の
搾
取
等
を
み
る
と
、
日
本
は
日
本
に
順
応
し
な
い
か
ぎ
り
受
容
し
な
い
社
会
に
み
え
る
。
日
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七
一

重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

発
想
か
ら
す
る
と
、
真
理
と
し
て
の
妥
当
性
を
要
求
す
る
学
問
た
り
え
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

（
２
）「
形
而
上
学
的
」
と
「
超
越
論
的
（transzendental

）」
と
い
う
語
が
並
べ
ら
れ
る
の
は
、
後
者
の
近
代
的
概
念
の
創
始
者
カ
ン
ト
が
独
断
論
的
な
形

而
上
学
を
理
性
の
能
力
の
限
界
を
探
究
す
る
理
性
批
判
に
よ
っ
て
否
定
し
た
こ
と
を
思
え
ば
奇
異
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
超
越
論
的
」
が

経
験
的
認
識
を
可
能
に
す
る
制
約
の
探
究
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、「
超
越
論
的
」
と
は
、
い
か
な
る
論
証
も
そ
れ
を
認
め
な
い
と
自
己
矛
盾
に
陥

る
こ
と
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
義
の
二
原
理
が
超
越
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
主
張
す
る
な
ら
、
正
義
の
二
原
理
の
超
経
験

的
に
確
立
さ
れ
る
普
遍
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
３
） 

京
都
生
命
倫
理
研
究
会
（
二
〇
一
六
年
三
月
二
〇
日
、
於
京
都
大
学
）
に
お
い
て
拙
著
の
合
評
会
が
行
な
わ
れ
、
奥
田
太
郎
、
永
守
伸
年
、
岡
本
慎
平

の
諸
氏
か
ら
書
評
を
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
の
書
評
と
私
の
応
答
は
『
社
会
と
倫
理
』
三
一
号
（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
、
二
二

六
―
二
四
九
頁
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
そ
の
よ
う
な
世
界
観
の
わ
か
り
や
す
い
例
に
は
、
宗
教
を
背
景
と
す
る
世
界
観
が
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
る
特
定
の
宗
教
に
深
く
帰
依
し
て
い
る
ひ
と
は
、

そ
の
宗
教
の
教
義
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
存
在
論
（
超
越
的
存
在
者
の
存
在
と
性
格
、
人
間
を
含
む
世
界
の
な
か
の
多
様
な
存
在
者
と
超
越
者
と
の

関
係
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
位
置
づ
け
）
と
そ
れ
に
対
応
し
た
価
値
観
や
倫
理
や
生
活
習
慣
に
し
た
が
っ
て
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
（
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う

善
の
構
想
）
を
思
い
描
く
だ
ろ
う
。
そ
の
構
想
は
宗
教
ご
と
に
異
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
宗
教
と
無
縁
な
包
括
的
世
界
観
も
あ
る
。
存
在
す
る
の
は
実

証
さ
れ
る
こ
と
が
ら
と
存
在
者
だ
け
だ
と
す
る
世
界
観
を
も
つ
な
ら
、
そ
れ
に
応
じ
た
存
在
論
と
倫
理
が
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
形
而

上
学
的
世
界
観
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

（
５
）
邦
訳
で
は
「
具
体
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
う
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
原
文einer rationalen K

lärung sehr w
ohl zugänglich

の
箇
所
を
「
合
理
的

な
説
明
が
可
能
で
あ
る
」
と
直
訳
し
た
。

（
６
）
訳
文
は
原
文
に
あ
るjew

eilig

の
邦
訳
で
は
落
ち
て
い
た
訳
語
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
補
っ
た
。

（
７
）
邦
訳
で
は
「
正
当
性
」
と
し
て
い
るLegitim

ität

を
「
正
統
性
」
と
表
記
し
た
。
内
容
の
正
し
さ
を
い
うjustification, Rechtfertigung

に
「
正

当
性
」
を
あ
て
、
手
続
き
上
の
適
格
性
を
い
うlegitim

acy, Legitim
ität

に
「
正
統
性
」
を
あ
て
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
　

 

理
性
の
公
共
的
使
用
と
い
う
概
念
は
、
カ
ン
ト
の
論
文
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
に
由
来
す
る
。
そ
れ
は
人
び
と
が
自
分
の
見
解
を
同
等
の
思
考
力
を
備

え
た
公
衆
の
ま
え
で
公
表
し
、
批
判
を
と
お
し
て
そ
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
前
提
に
は
、
思
想
信
条
の
自
由
や
発
言
権
が
確
保
さ

れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
も
し
も
、
各
人
の
平
等
な
発
言
権
を
否
定
す
る
主
張
が
も
ち
だ
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
発
言
者
の
遂
行

サ
ン
デ
ル
、
マ
イ
ケ
ル
、『
自
由
主
義
と
正
義
の
限
界　

第
二
版
』、
菊
地
理
夫
訳
、
三
嶺
書
房
、
一
九
九
九
年
。

品
川
哲
彦
（2015

）、『
倫
理
学
の
話
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
五
年
。

―
（2016a

）、「
存
在
の
政
治
と
絶
対
無
の
政
治
」、『
哲
学
』
六
七
号
、
日
本
哲
学
会
、
二
〇
一
六
年
。

―
（2016b

）、「『
倫
理
学
の
話
』
に
た
い
す
る
奥
田
太
郎
氏
、
永
守
伸
年
氏
、
岡
本
慎
平
氏
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
に
応
え
て
」、『
社
会
と
倫
理
』
三
一
号
、

南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
。

ロ
ー
テ
ィ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
、『
リ
ベ
ラ
ル
・
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
希
望
』、
須
藤
訓
任
・
渡
辺
啓
真
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

H
aberm

as, Jürgen, D
ie E

inbeziehung des A
nderen. Studien zur politischen T

heorie, Suhrkam
p, 1999.

（
高
野
昌
行
訳
、『
他
者
の
受
容
』、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）。

K
elly, Erin, "Editor's Forew

ord", in Raw
ls, Justice as Fairness A

 R
estatem

ent, ed. By Erin K
erry, H

arvard U
niversity Press, 2001. 

（
田
中
成
明
・
亀
本
裕
・
平
井
亮
輔
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、『
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正
と
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岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。
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ls, John, (1993), 

〝Reply to H
aberm

as

〝, in the Journal of Philosophy, X
CII, 1993.

― (1999), A
 T

heory of Justice R
evised E

dition, H
arvard U

niversity Press, 1999.（
川
本
隆
史
・
福
間
聡
・
神
島
裕
子
訳『
正
義
論
改
訂
版
』、

紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年)

。

― (2001), Justice as Fairness A
 R

estatem
ent, op. cit.

Ricoeur, Paul, Le Juste, éditions ésprit, 1995. 
（
久
米
博
訳
、『
正
義
を
超
え
て　

公
正
の
探
求
１
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）。

註（
１
）
形
而
上
学
（m

etaphysica

）
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
そ
の
原
義
に
遡
れ
ば
、
自
然
学
（physica

）
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
概
念
、
自
然
を

把
握
し
考
察
す
る
た
め
の
概
念
を
分
析
す
る
試
み
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ

え
に
自
然
に
つ
い
て
の
経
験
に
先
行
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、形
而
上
学
は
経
験
的
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
ら
を
扱
う
学
問
で
は
な
い
。こ
の
意
味
で
、

正
義
の
二
原
理
の
採
択
が
形
而
上
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
作
ろ
う
と
す
る
社
会
の
構
成
員
が
、
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
状
況
や
文
化
的
伝
統
の
な
か
に
生
き
て
い
る
と
し
て
も
、
必
ず
採
択
す
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
だ
が
、
経
験
に
も
と
づ
か
な
い
形
而
上
学
は
、

ま
さ
に
経
験
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
え
な
い
と
い
う
点
で
、
学
問
は
反
証
可
能
な
命
題
か
ら
な
る
と
い
う
（
二
〇
世
紀
の
論
理
実
証
主
義
に
由
来
す
る
）



七
二

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
四
号

七
三

重
な
り
合
う
合
意
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
か
（
品
川
）

核
と
な
る
も
の
を
端
的
に
表
し
て
い
る
理
念
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」（
品
川2016a:22

）
と
問
う
て
い
る
。

的
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
で
そ
の
主
張
は
論
駁
さ
れ
る
と
討
議
倫
理
学
は
考
え
て
い
る
（
品
川2015: 207-210

）。

（
８
）H

aberm
as

は
こ
の
出
典
をp. 174

と
記
し
て
い
る
。p. 174

に
始
ま
る
関
連
部
分
を
訳
出
す
る
と
、「
公
正
と
し
て
の
正
義
で
は
、
哲
学
の
権
威
者
は

い
な
い
。
天
が
禁
じ
る
！　

だ
が
、
市
民
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
ら
の
思
索
と
推
論
の
な
か
に
権
利
と
正
義
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
理
念
を
も

っ
て
い
る
」
と
あ
り
、
上
述
の
箇
所
に
続
く
。

（
９
）
こ
の
邦
訳
は
ロ
ー
ル
ズ
の
術
語
を
定
訳
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
な
い
点
に
注
意
を
要
す
る
。
た
と
え
ば
、
正
義
の
「
原
理
」
は
「
原
則
」、「
格
差
原
理
」

は
「
相
違
の
原
則
」、「
公
正
」
と
し
て
の
正
義
の
「
公
正
」
が
「
公
平
」、「
原
初
状
態
」
が
と
き
に
「
最
初
の
状
態
」（
邦
訳
八
一
頁
）、「
社
会
的
基
本

財
」
が
「
第
一
次
社
会
的
財
」（
同
七
二
頁
）
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。「
公
平
」
と
い
う
訳
は
訳
書
全
体
の
用
語
に
関
わ
っ
て
い
る
。
表
題
のle juste

は
、
分
配
的
正
義
に
代
表
さ
れ
る
正
義
を
表
わ
すjustice

よ
り
上
位
の
概
念
で
あ
る
。
同
書
序
文
の
冒
頭
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』1137b

か
ら
の
引
用
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
箇
所
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
杓
子
定
規
な
法
の
適
用
に
堕
し
や
す
い
正
義
よ
り
も
そ
の

と
き
ど
き
の
状
況
に
即
し
て
適
切
な
対
応
を
と
る
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
正
義
に
か
な
う
こ
と
と
し
てepieikeia

の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
。epieikeia

は

英
語
で
はequity

、
日
本
語
で
は
「
衡
平
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
はéquité

と
訳
さ
れ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
い
うle juste

の
概

念
は
こ
のéquité

を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
連
関
を
つ
け
る
た
め
に
、
訳
者
は
前
者
に
「
公
正
」、
後
者
に
「
公
平
」
を
あ
て
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、「
公
平
」
は
倫
理
学
の
文
献
で
はim

partiality

の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
、im

partialité

も
「
公
平
」
と
訳
さ
れ
て
い

る
（Ricoeur : 19/14

）
た
め
に
、
邦
訳
だ
け
読
む
と
混
乱
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
定
訳
で
は
通
常
「
公
正
な
」
と
訳
さ
れ
るfair

の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は

équitable

で
、équité

と
の
連
想
の
た
め
に
「
公
平
な
」
と
訳
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、fair

の
訳
語
「
公
正
」
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
読
者
は
そ
の

つ
ど
頭
の
な
か
で
訳
し
か
え
る
負
担
を
強
い
ら
れ
る
。

　
　
　

 

ち
な
み
に
、
邦
訳
題
名
がLe Juste

を
直
訳
し
て
『
公
正
』
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
書
は
当
初
こ
れ
だ
け
の
題
名
で
出
版
さ
れ
た
が
、
続
編

と
し
て
二
〇
〇
一
年
にLe Juste2

が
出
版
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
邦
訳
は
久
米
博
、
越
門
勝
彦
訳
『
道
徳
か
ら
応
用
倫
理
へ　

公
正
の
探

求
２
』
と
題
さ
れ
て
法
政
大
学
出
版
局
か
ら
二
〇
一
三
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）『
倫
理
学
の
話
』が
カ
ン
ト
に
二
章
を
割
い
た
の
は
ほ
ぼ
こ
の
た
め
で
あ
る
。そ
の
第
七
章
で
カ
ン
ト
の
倫
理
理
論
の
骨
子
を
述
べ
た
あ
と
、第
八
章
で
、

個
々
の
人
間
の
な
か
に
あ
っ
て
個
々
の
人
間
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
人
間
の
尊
厳
の
概
念
を
描
き
出
し
た
。

（
11
）
私
は
「
哲
学
の
政
治
責
任
―
―
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
京
都
学
派
」
と
題
す
る
二
〇
一
六
年
度
日
本
哲
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
「
た

し
か
に
、
日
本
も
大
日
本
帝
国
憲
法
か
ら
日
本
国
憲
法
へ
と
移
行
し
た
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
と
い
う
観
念
ほ
ど
に
、
戦
後
日
本
の


