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無
差
別
の
自
由
は
最
低
段
階
の
自
由
で
し
か
な
い
と
語
る
と
き
ほ
ど
、
デ
カ
ル
ト
が
プ
ラ
ト
ン
に
最
接
近
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
こ

の
言
明
の
う
ち
に
は
宗
教
的
な
深
み
が
い
い
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
哲
学
的
な
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
哲
学
的
な
も
の
で
あ
る
他
は
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
二
つ
の
哲
学
は
、
相
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
自
身
も
可
能
な
解

釈
を
二
つ
ほ
ど
明
示
し
て
お
り
、
二
つ
と
も
に
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
、「
真
理
と
善
の
根
拠
を
私
が
明
証
的
に
認
識
し
て
い

る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
神
が
私
の
意
識
の
内
部
を
そ
の
よ
う
に
配
置
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
自
由
に
私

は
そ
の
側
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
」と
口
に
す
る
と
き
で
あ
る（
そ
し
て
そ
う
し
た
選
択
は
無
差
別
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
よ
り
自
由
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
）。
デ
カ
ル
ト
は
こ
う
も
述
べ
る
。「
神
の
恩
寵
も
、
自
然
的
な
認
識
も
、
私
の

自
由
を
減
少
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
増
大
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」と
（
１
）。
恩
寵
に
よ
る
自
由（
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

持
ち
前
で
あ
る
）と
認
識
に
よ
る
自
由（
プ
ラ
ト
ン
の
持
ち
前
で
あ
る
）、
こ
の
二
つ
の
自
由
は
つ
ね
に
同
じ
も
の
と
分
類
さ
れ
る
自
由
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
つ
だ
っ
て
無
差
別
の
自
由
に
対
置
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
認
識
に
よ
る
自
由
と
は
、
い
わ
ば
自
然
的
か
つ
恒
久
的
に

そ
な
わ
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
魂
の
う
ち
に
つ
ね
に
同
じ
段
階
で
現
前
し
て
お
り
、
悪
を
な
す
者
と
善
を
な
す
者
、
無
意
識
の
う
ち
に

あ
る
者
と
明
晰
さ
の
う
ち
に
あ
る
者
、
双
方
に
現
前
し
て
い
る
よ
う
な
能
力
な
の
だ
。
そ
れ
は
魂
に
そ
な
わ
る
属
性
で
あ
り
、
い
ず
れ
の

側
を
選
択
す
る
場
合
に
も
そ
の
効
果
は
お
よ
ぼ
さ
れ
る
。
恩
寵
に
よ
る
自
由
と
は
、
生
の
優
れ
た
水
準
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
こ

に
到
達
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
を
欠
く
状
態
に
あ
る
と
い
っ
た
自
由
な
の
だ
。
し
か
し
こ
の
恩
寵
に
よ
る
自
由
は
、
一
方
を
選
択
す
る
場



2

合
に
し
か
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
善
な
る
も
の
お
よ
び
真
な
る
も
の
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
推
察
す
る
と
、
悪
を
選
択
す
る
者
は
自
由
で
な
い
か
、
自
由
が
限
り
な
く
不
可
能
に
な
る
。
と
す
れ
ば
恩
寵
に
よ
る
自
由
こ
そ
が
、

善
な
る
も
の
、
真
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
誰
と
し
て
自
由
に
悪
を
な
す
こ
と
な
ど
叶
わ
ず
、
自
由
と
は
つ

ね
に
善
く
振
舞
い
善
く
思
惟
す
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
と
な
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
自
身
か
ら
の
束
縛
を
解
か
れ
何
か
絶
対
的
な

も
の
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
る
と
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
自
由
に
な
る
わ
け
だ
。
も
っ
と
も
こ
の
絶
対
的
な
も
の
を

通
し
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の
と
は
、
自
由
と
は
別
の
何
も
の
か
、
自
由
を
生
み
出
す
何
も
の
か
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
う
し
た
自
ら
生
み

出
す
自
由
と
何
一
つ
見
分
け
が
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
中
心
命
題
は
、
誰
も
進
ん
で〔
意
志
的
に
〕、
つ
ま
り
そ
う
と
知
り
な
が
ら
悪
を
な
す
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
誰
か
が
そ
う
と
知
り
な
が
ら
悪
を
な
す
と
し
て
も
、
こ
の
悪
が
ど
ん
な
も
の
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
善
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
ゆ

え
に
悪
を
な
す
者
は
、
い
わ
ば
夢
の
中
で
行
動
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
覚
醒
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
眠
り
に

就
い
て
い
る
者
は
、
自
分
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
眠
り
の
状
態
か
ら
覚
醒
さ
せ
る
に
は
、
一
人
の
賢
人

に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
善
の
光
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
と
、
一
種
の
強
制
を
介
し
て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
眠
り
に
就
い
て

い
る
者
は
奴
隷
状
態
に
陥
ら
ず
に
済
む
ど
こ
ろ
か
、
解
放
さ
れ
る
の
だ
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
哲
学
の
中
心
命
題
は
と
い
え
ば
、
人
間
は

真
理
を
愛
さ
な
い
し
自
由
も
愛
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
真
な
る
自
由
や
真
理
は
自
然
本
性
か
ら
は
な
は
だ
疎
遠
な

も
の
と
化
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
方
か
ら
到
来
す
る
の
で
も
な
い
限
り
、
人
間
が
探
し
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
暴
力
を
介
し
て
と
な
り
、
自
由
は
と
い
え

ば
、
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
何
も
の
か
と
し
て
、
す
な
わ
ち
恩
寵
と
し
て
、
突
然
の
ご
と
く
立
ち
現
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
自

由
が
外
部
か
ら
到
来
す
る
こ
と
な
ど
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、「
私
自
身
よ
り
も
私
に
内
的
」で
あ
る
よ
う
な
何
も
の
か
、
外
的
で
あ
る

こ
と
な
く
そ
れ
で
も
彼
方
に
存
在
す
る
よ
う
な
何
も
の
か
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
を
プ
ラ
ト
ン
か
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
倣
っ

て
描
写
す
れ
ば
こ
う
な
る
。
自
由
は
わ
れ
わ
れ
の
自
然
本
性
で
は
な
い
、
と
。
自
由
と
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
条
件
で
は
な
く
そ
の
切
断

で
あ
っ
て
、
全
面
的
に
新
し
い
意
識
、
全
面
的
に
新
し
い
心
情
な
の
で
あ
る
。
自
由
が
わ
れ
わ
れ
の
旧
い
あ
り
方
に
由
来
す
る
こ
と
な
ど

あ
り
え
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
我
の
解
体
さ
え
も
要
請
す
る
と
い
う
の
は
、
自
由
が
そ
の
つ
ど
刷
新
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
由
と

は
、
先
行
す
る
も
の
か
ら
す
っ
か
り
引
き
剥
が
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
瞬
間
、
瞬
間
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
好シ
ャ
ン
ス運

な
の
だ
。
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神
秘
的
な
事
象
の
一
切
は
、
こ
の
自
由
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
理
論
か
ら
そ
の
後
デ
カ
ル
ト
哲
学
へ
と
流
れ
込
ん
で
ゆ
く
。
聖
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
お
よ
び
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
神
秘
的
な
も
の
は
、
パ
ス
カ
ル
お
よ
び
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
再
び
姿
を
見
せ
る
。
曰
く
、
神
が

見
出
し
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
探
し
求
め
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
神
は
自
ず
と
探
し
出
さ
れ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
真
理
を
認
識
し
な
い
。
し
か
し
、
真
理
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
自
ず
と
認
識
さ
れ
る
、
等
々
。
た
だ
し
パ
ス
カ
ル
や
、
と
り
わ
け

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
的
自
由
を
一
掃
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
反
対
に
デ
カ
ル
ト
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
、
人
間
は
自
由
で
あ
る
と

い
う
見
解
を
し
っ
か
り
と
手
放
さ
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
無
差
別
の
自
由
を
、
か
な
り
軽
視
し
て
い
る
と
は
い
え
、
全
否
定
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
自
由
に
は
、
二
つ
の
側
面
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
に
は
、
全
体
的
な
も

の
、
分
割
不
可
能
な
も
の
、
恒
久
的
な
も
の
と
し
て
姿
を
見
せ
る
自
由
。
こ
れ
は
人
間
が
自
分
を
多
少
な
り
と
も
向
上
さ
せ
、
自
由
そ
の

も
の
の
う
ち
に
あ
る
真
理
に
魅
惑
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
大
な
る
も
の
と
な
る
、
そ
ん
な
自
由
で
あ
る
。
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
も

な
く
傾
向
性
に
も
抗
い
え
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
選
択
す
る
の
に
最
も
自
由
で
あ
る
と
き
、
自
由
は
最
低
段
階
の
自
由
と
な
る（
無
差
別

の
自
由
は
最
低
段
階
の
自
由
で
あ
る
）。
選
択
す
る
の
に
最
も
自
由
で
な
い
と
き
、
す
な
わ
ち
真
理
が
あ
る
意
味
で
わ
れ
わ
れ
を
強
制
し
、

か
つ
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
真
理
を
拒
絶
し
な
い
と
き
、
自
由
は
最
高
段
階
の
自
由
と
な
る
。

　
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
、
自
由
に
関
す
る
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
選
集
の
た
め
に
著
し
た
序
文
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
デ
カ

ル
ト
に
お
け
る
人
間
的
自
由
に
そ
な
わ
る
二
つ
の
側
面
を
申
し
分
な
く
指
摘
し
た
け
れ
ど
も
、
二
つ
を
同
じ
く
価
値
あ
る
も
の
と
は
判
断

し
て
い
な
い
。
明
言
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
こ
の
序
文
が
ど
れ
ほ
ど
明
晰
で
、
整
理
が
ゆ
き
届
い
て
お
り
、
す
ん
な
り
と
読
め
る
も
の

で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
何
よ
り
も
明
言
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
著
者
は
彼
自
身
の
考
え
を
デ
カ
ル
ト
の
も
の
と
し

な
い
術
を
き
わ
め
て
誠
実
に
心
得
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
と
し
て
は
、
無
差
別
の
自
由
、
す
な
わ
ち
恒
久
的
か
つ
分

割
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
自
由
の
存
在
だ
け
を
信
じ
て
い
た（
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
サ
ル
ト
ル
が
擁

護
す
る
よ
う
な
自
由
に
そ
な
わ
る
特
定
の
側
面
は
、
無
差
別
の
自
由
に
属
す
る
よ
う
な
自
由
で
は
な
い
。
む
し
ろ
サ
ル
ト
ル
は
、
超
自
然

的
か
つ
超
越
論
的
自
由
に
属
す
る
よ
う
な
自
由
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
）。「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」は
誤
り
で
あ
る
、
と
サ
ル
ト
ル
は

考
え
る（
サ
ル
ト
ル
が
伝
え
た
い
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
自
由
か
パ
ウ
ロ
の
自
由
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
自
由

の
理
論
は
、
も
っ
と
別
に
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
た
と
え
ば
教
会
で
あ
っ
て
も
、
サ
ル
ト
ル
が
む
し
ろ
イ
エ
ズ
ス
会
派
に
求

め
た
無
差
別
の
自
由
は
つ
ね
に
主
張
さ
れ
て
い
た
の
だ
）。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
は
、
か
つ
て
デ
カ
ル
ト
は
無
差
別
と
自
由
を
同
一
視
し
て
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い
た
よ
う
に
も
見
え
る
と
い
う
事
実
か
ら
は
何
も
得
て
お
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
点
に
関
し
て
考
え
を
改
め
た
の
だ
、
と
主
張
す
る
。

か
の
時
代
に
恩
寵
を
力
説
す
る
こ
と
は〔
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
が
異
端
と
さ
れ
た
よ
う
に
〕軽
率
な
振
舞
い
で
あ
っ
た
た
め
、
考
え
を
改
め

た
の
は
単
に
用
心
深
さ
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
、信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
体
制
へ
の
迎
合
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、

サ
ル
ト
ル
が
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
抗
い
え
な
い
誘
惑
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

デ
カ
ル
ト
は
、
誰
と
し
て
自
分
の
も
の
に
な
ど
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
の
絶
対
的
な
自
由
を
神
の
も
の
と
し
て
お
り
、
デ
カ
ル
ト
の
神
は
真

理
に
さ
え
従
属
し
て
お
ら
ず
む
し
ろ
真
理
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
は
そ
こ
に
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
ま
る
ご
と
自
分
な

り
に
救
い
上
げ
る
方
策
を
探
り
当
て
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
考
え
る
の
だ
。
デ
カ
ル
ト
は
神
の
自
由
を
語
り
な
が
ら
も
実
際
に
は
人
間

の
自
由
を
語
り
た
い
の
で
あ
っ
て
、
時
代
の
制
約
下
に
あ
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
の
自
由
を
多
少
な
り
と
も
意
識
的
に
神
の
も
の
と
す

る
こ
と
で「
昇
華
」し
た
の
だ
、
と
。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、
デ
カ
ル
ト
が
神
の
自
由
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
あ
の
無
制
限
の
自
由
こ

そ
が
人
間
の
自
由
に
他
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
が
神
と
人
間
の
あ
い
だ
に
残
し
た
あ
の
区
別
を
撤
廃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
私
の

考
え
で
は
、
こ
こ
で
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
字
義
通
り
に
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
区
別
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
見
方

か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
的
状
況
の
制
約
下
に
あ
る
と
い
う
だ
け
の
不
要
で
偶
発
的
な
も
の
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の

区
別
は
叡
智
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
叡
智
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
状
況
に
は
な
い
と
知
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
、
神
の
自
由
は
人
間
の
自
由
と
別
の
事
柄
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
こ
れ
に
十
分
同
意
で
き
る
。
し
か
し
む
し
ろ

明
言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
、
神
の
自
由
が
人
間
の
自
由
の
本
質
な
の
で
あ
り
、
神
自
身
は
わ
れ
わ
れ
の
自
由
の
深

み
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
人
間
が
自
ら
の
本
質
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
人
間
的
状
況
が
存
在
し
て
お
り
、
人

間
が
そ
こ
へ
と
直
接
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
自
由
が
制
限
な
く

与
え
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
者
は
、こ
の
自
由
そ
の
も
の
へ
と
到
達
し
て
い
る
者
で
は
な
い
。
神
が
必
要
と
す
る
こ
と
の
な
い
、

制
限
を
自
ら
選
び
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
人
間
が
神
の
状
況
に
あ
る
と
信
じ
込
む
こ
と
な
ど
、
狂
気
へ
と
陥
ら
ず
に
は
で
き
な
い
相
談
で
あ
る
。
し
か
し
神
が
存
在
し
な
い
の
だ

と
し
て
も
、神
に
つ
い
て
な
お
も
語
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
こ
う
言
明
す
る
た
め
に
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
は
神
の
状
況
に
は
い
な
い
の
だ
、
と
。
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こ
の
上
な
く
必
然
で
あ
る
よ
う
な
事
象
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
必
然
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
事
象
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る

と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
と
な
る
。
そ
う
や
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自
由
意
志
に
左
右
さ
れ
る
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る

の
だ
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
人
間
的
自
由
は
諸
々
の
本
質
へ
と
束
縛
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
数
学
的
真
理
こ
そ
が
人
間
的
自
由
の
最
も

完
璧
な
か
た
ち
で
あ
る
、
と
サ
ル
ト
ル
は
考
え
る
。
サ
ル
ト
ル
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
の
知
解

可
能
な
世
界
と
は
、
凝
固
し
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が
自
由
意
志
的
で
な
い
思
惟
の
実
例
と
し
て
選
び
出
す
の
は
、

規
則
に
準
じ
て
な
さ
れ
る
足
し
算
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
質
を
示
す
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
規
則
づ
け
ら
れ
た
行
為
の
こ
と

で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
自
由
は
順
序（「
私
の
思
惟
を
順
序
に
し
た
が
っ
て
導
く
こ
と
」）や
規
則
を
差
し
出
す
よ

う
な
必
然
か
ら
の
束
縛
を
受
け
て
い
る
、
と
述
べ
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
そ
う
し
た
規
則
は
わ
れ
わ
れ
が
選
択
で
き
る
わ
け
だ
が（
も
ち

ろ
ん
最
良
の
策
は
、
わ
れ
わ
れ
が
最
も
少
な
く
選
択
す
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
）、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
選
択
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
規
則
に

忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
自
然
本
性
の
乗
り
越
え
を
い
ず
れ
か
の
仕
方
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
解
法
は
何
ら
自
然
的
な
も
の
で

は
な
い
。
本
質
が
必
ず
存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
方
法
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
ら
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
あ

る
規
律
訓
練
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
事
実
を
挙
げ
れ
ば
こ
と
足
り
る
。
こ
う
し
た
わ
け
な
の
で
、
自
由
は
あ
る
一
定
の
条
件
へ
と
従
属

し
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
自
然
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
別
物
に
な
る
の
だ
。

　
以
上
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
状
況
は
神
の
状
況
で
は
な
い
、
と
い
う
の
と
同
時
に
、
規
則
が
不
在
で
あ
る
よ
う
な
無

差
別
の
自
由
は
真
な
る
自
由
で
も
何
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
サ
ル
ト
ル
が『
存
在
と
無
』に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
自
由
の
段
階
が
さ
ま
ざ
ま
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
な
か
た
ち
で
つ
ね
に
全
面
的
に
自
由
で
あ
る
と
証
明
す
る
の
に
ど
ん
な
議
論
を
用
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
、
無
視
を
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
は
そ
う
し
た
議
論
が
た
い
そ
う
堅
牢
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
を
承
知
し
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
同
じ
く
た
い
そ
う
堅
牢
な
議
論
を
そ
れ
に
対
置
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
承
知
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
に
つ
い
て
稚
拙
に
し
か
推
論
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
一
度
な
ら
ず
語
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
る
の
は
何
ご
と
か
で
あ
っ
て
そ
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
そ
の
た

め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
不
明
瞭
な
部
分
が
相
当
に
残
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
と
い
う
、
そ
ん
な
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
而
上
学
の

問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
理
解
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
形
而
上
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
道
を
と
ろ
う
と
も
、
長
い
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こ
と
辿
り
つ
づ
け
た
あ
か
つ
き
に
は
、
そ
の
道
は
わ
れ
わ
れ
を
迷
わ
せ
る
も
の
と
な
る
。
お
そ
ら
く
プ
ラ
ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
そ

れ
よ
り
も
叡
知
的
な
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
自
由
に
関
す
る
自
ら
の
理
論
が
引
き
起
こ
す
矛
盾
を
気
に
か
け
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
彼
ら
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
十
分
に
承
知
し
て
も
い
る
。
彼
ら
が
主
張
す
る
に
は
、
悪
や
誤
謬
に
向
か
う
自
由
は

存
在
し
な
い
、悪
を
な
す
者
は
自
由
で
な
い
、あ
る
い
は
悪
を
な
す
者
の
自
由
は
限
り
な
く
不
可
能
な
自
由
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
人
間
は
あ
る
意
味
で
自
ら
の
運
命
の
す
べ
て
を
選
択
す
る
、
人
間
は
悪
さ
え
も
自
由
に
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
も

主
張
し
て
い
る
。
彼
ら
が
二
つ
と
も
に
主
張
す
る
の
は
、
二
つ
と
も
に
真
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
考
え
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
過
ち

と
は
後
者
を
主
張
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
前
者
を
な
お
ざ
り
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。
前
者
の
自
由
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
、
自
由
は
、

少
な
く
と
も
あ
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
に
所
有
し
て
い
る
よ
う
な
能
力
と
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ

が
と
き
に
は
失
い
か
ね
な
い
、
稀
に
し
か
も
つ
こ
と
の
で
き
な
い
何
も
の
か
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
由
の
高
み
に
あ
る
こ
と
も
で
き
れ

ば
、
隷
属
状
態
に
だ
っ
て
陥
り
か
ね
な
い
の
だ
。
隷
属
状
態
そ
の
も
の
が
あ
る
意
味
で
は
望
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
正
し
い
。
し
か

し
そ
れ
で
も
、
隷
属
状
態
を
克
服
し
た
者
は
、
あ
れ
は
隷
属
状
態
で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
段
階
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
自
由
な
行
為
の
記
述
だ
け
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
誰
も
悪
を
進
ん
で
な
す
こ

と
は
な
い
、
と
口
に
さ
れ
る
。
自
由
と
は
善
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
形
而
上
学
的
で
あ
る
第
二
段
階
で
は
、
悪
を
な
す
者
の
方

で
も
自
ら
の
運
命
を
選
択
し
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
っ
た
事
情
が
確
認
さ
れ
る
。
悪
を
な
す
者
が
隷
属
状
態
を
選
択
し
た
の
は
、
自
由

に
な
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
者
が
奴
隷
状
態
に
あ
る
の
は
、
自
由
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
な
の
だ
。
よ
ろ
し
い
、
プ
ラ

ト
ン
や
デ
カ
ル
ト
が
こ
の
こ
と
を
認
め
る
と
し
よ
う
。
た
だ
し
プ
ラ
ト
ン
は
そ
う
し
た
選
択
を
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学
で
は
時

間
の
起
源
と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
生
の
彼
方
に
設
定
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
神
話
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
神
話

の
う
ち
に
も
美
点
は
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
差
別
の
自
由
を
遠
ざ
け
る
と
い
う
美
点
が
。
こ
の
自
由
は
実
の
と
こ
ろ
、
形
而
上
学
的
条
件

に
他
な
ら
な
い
。
目
下
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
無
差
別
の
自
由
な
ど
存
在
し
な
い
。
自
然
本
性
が
睡
眠
状
態
に
あ
る
と
き
、
思
い
が
け
ず

の〔
無
意
志
的
な
〕横
滑
り
が
、
あ
る
い
は
覚
醒
や
解
放
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
解
放

＝
自
由
化〔libération

〕が
あ
る
の
だ
。
自
由
で
な
い
自
然
本
性
の
状
態
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
人
間
の
自
由
が
、
恒
久
的
に
そ
な
わ
る
自
然
本
性
と
し
て
の
能
力
で
な
い
と
す
れ
ば
、
オ
レ
ス
ト
が
自
然
本
性
の
外
部
へ
と
追
放
さ
れ

る
こ
と
や
こ
の
追
放
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
由
の
う
ち
に
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
オ
レ
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ス
ト
が
そ
こ
か
ら
追
放
さ
れ
た
自
然
本
性
と
は
、
外
部
に
あ
る
自
然
本
性
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
そ
う
し
た
自
然
本
性
と

は
、
わ
れ
わ
れ
に
強
制
を
課
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

し
て
オ
レ
ス
ト
の
自
由
が『
蠅
』に
出
て
く
る
他
の
登
場
人
物
た
ち
の
自
由
に
較
べ
て
よ
り
真
な
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ

う
か
。
ど
ん
な
人
間
で
あ
っ
て
も
つ
ね
に
全
面
的
に
自
由
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
ど
う
し
て
オ
レ
ス
ト
は
他
の
人
間
よ
り
も
自
由
で
あ
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
超
越
は
つ
ね
に
人
間
の
う
ち
に
自
然
本
性
の
よ
う
に
あ
る
と
い
う
な
ら
、
あ
の
主
人
公
と
他
の
人
間
た
ち
の
差
異

な
ど
、
一
切
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
う
の
は
、
私
が
サ
ル
ト
ル
の
教
説
を
よ
く
理
解
で
き
て
い
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
は
無
差

別
の
自
由
を
語
り
た
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
別
の
自
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け

彼
が
現
実
の
行
動
を
、
こ
れ
を
私
は
具
体
的
な
行
動
と
い
い
換
え
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
し
た
行
動
を
描
写
し
て
い
る
と
き
で
あ

る
。
サ
ル
ト
ル
は
突
如
と
し
て
立
ち
現
れ
る
よ
う
な
自
由
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
自
由
の
う
ち
に
た
め
ら
い
な
ど
見
当
た
ら
な
い

が
、
反
対
に
そ
れ
は
、
抗
い
え
な
い
力
へ
と
従
属
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
自
由
な
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
恩
寵
や
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
天

啓
の
よ
う
な
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
は
あ
の
語
り
口
を
、
都
合
の
悪
い
現
実
を
飾
り
立
て
る

た
め
に
借
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
は
、
諸
事
象
の
単
純
な
描
写
か
ら
さ
え
も
、
自
ら
の
教

説
が
ま
っ
た
く
合
致
し
え
な
い
よ
う
な
語
り
口
を
見
つ
け
出
す
よ
う
に
と
促
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
後
者
の
推
察
が

正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
証
明
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
語
り
口
や
自
由
の
逆
説
的
理
論
を
発
明
す
る
と
し
て
も
、
本
質
と
い
う
も
の

を
信
じ
ず
に
済
ま
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
プ
ラ
ト
ン
そ
の
人
に
と
っ
て
は
、
自
由
の
描
写
と
は
何
よ
り
も
、
人
間

た
ち
を
覚
醒
さ
せ
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
覚
醒
の
経
験
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
質
の
理
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
。〔
パ
ス
カ
ル
の
〕『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル（
田
舎
の
友
へ
の
手
紙
）』の「
第
四
の
手
紙
」に
お
け
る
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
の
よ
う
に
、
デ

カ
ル
ト
は〔
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
と
対
立
す
る
立
場
の
〕イジ

ェ

ス

イ

ッ

ト

エ
ズ
ス
会
士
へ
と
書
き
送
っ
て
い
る
。
悪
を
な
す
者
は
そ
れ
が
悪
で
あ
る
と
い

う
明
晰
な
意
識
を
も
っ
て
は
い
な
い
、
と
。
た
し
か
に
こ
こ
で
は
、
数
学
な
ど
何
の
問
題
に
も
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
わ
け
な
の
で
、

サ
ル
ト
ル
が
言
及
す
る
よ
う
な
学
問
の
危
機
か
ら
は
変
化
な
ど
何
一
つ
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
信
仰
の
危
機
に
つ
い
て
も
同

断
で
あ
る（
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
う
ち
に
だ
っ
て
見
出
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
）。
自
由
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン
、
聖
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
理
論
、
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
自
身
の
理
論
は
、
学
問
や
信
仰
が
ど
う
で
あ
れ
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ず
に
再
活
性
化
さ
れ
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て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
が
プ
ラ
ト
ン
や
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
考
の
追
従
者
で
あ
る
わ
け
が
な
い
。
と
は
い
え
、
彼
が
発

明
者
で
な
い
と
い
う
の
も
正
し
い
。
し
か
し
発
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、叡
智
的
で
あ
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、ず
っ

と
以
前
か
ら
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
叡
智
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
真
理
が
語
ら
れ
る
と
き
、
哲
学
に
お
い
て
は
何
一
つ
発
明
な
ど
さ
れ

は
し
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
し
た
す
べ
て
を
一
変
さ
せ
た
の
だ
」と
い
っ
て
の
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
ま
で
、
自
己
欺
瞞
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
サ
ル
ト
ル
は
哲
学
の
進
歩
と
い
う
も
の
を
本
当
に
、
少
な
く
と
も
い
さ
さ
か
な
り
と
も
信
じ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
は
、
哲

学
の
進
歩
は
政
治
の
進
歩
に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
。
彼
の
デ
カ
ル
ト
は
社
会
主
義
的
で「
社ア

ン

ガ

ジ

ェ

会
参
加
溢
れ
る
」よ
う

な
未
来
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
お
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
民
主
主
義
を
準
備
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る（「
自
由
の
古
典
」と
題
さ
れ
た
叢
書

だ
け
が
そ
う
し
た
こ
と
の
理
由
な
の
だ
ろ
う
か
）。
こ
れ
こ
そ
彼
の
デ
カ
ル
ト
に
そ
な
わ
る
価
値
な
の
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
概
略
的
で

し
か
な
く
、
も
し
か
す
る
と
に
わ
か
仕
込
み
で
も
あ
る
よ
う
な
判
断
ば
か
り
か
、
誤
謬
で
さ
え
も
が
犯
さ
れ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
例

を
挙
げ
れ
ば
、
自
由
に
関
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
理
論
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
国
々
に
ゆ
き
渡
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
国
々
で

近
代
民
主
主
義
は
生
ま
れ
発
展
し
た
、
と
い
う
事
実
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
主
主
義
を
準
備
す
る
自
由
は
お
そ
ら
く
サ
ル
ト

ル
が
考
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
な
の
だ
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
受
け
入
れ
が
た
い
の
は
、
彼
の
も
の
の
見
方
で
あ
る
。

ど
れ
ほ
ど
民
主
主
義
を
愛
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
デ
カ
ル
ト
に
は
民
主
主
義
の
予
言
者
や
政
治
体
制
の
責
任
者
な
ど
と
は
別
の
栄

光
が
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
最
も
偉
大
な
哲
学
的
価
値
に
お
い
て
、
未
来
や
過
去
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
叡
智
と
真
理
に

関
心
を
寄
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
く
ら
い
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
と
り
わ
け
、
プ
ラ
ト
ン
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
サ
ル
ト
ル
は
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
追
い
払
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
サ
ル
ト
ル
が
プ
ラ
ト
ン
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
少
な

く
と
も
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
施
さ
れ
た
の
と
同
じ
修
正
を
プ
ラ
ト
ン
は
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
善
は
本
質
の
彼
方
に
あ

り
、善
こ
そ
が
本
質
を
創
造
す
る
の
だ
と
プ
ラ
ト
ン
が
語
る
と
き
、プ
ラ
ト
ン
の
方
で
も
お
そ
ら
く
、人
間
的
自
由
を
無
意
識
的
に「
昇
華
」

し
、
そ
れ
を
善
の
う
ち
に
認
め
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
と
デ
カ
ル
ト
が
語
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
自
分
で
語

り
た
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
の
理
由
は
、
サ
ル
ト
ル
が
道
徳
や
方
法
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
と
い
う
事
情
の
う
ち
に
探
れ
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る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
彼
が
そ
れ
ら
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
え
る
。
彼
は
少
な
く

と
も
道
徳
に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
重
視
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
主
人
公
た
ち
は
、
公
認
済
み
の
道
徳
を
ま
っ
た
く
受
け
入
れ

て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
自
ら
の
道
徳
と
い
っ
た
も
の
を
保
持
し
て
い
る
。
こ
の
道
徳
は
お
そ
ら
く
真
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
う
ま
く
回
ら
な
い
と
な
る
と
、
主
人
公
た
ち
は
恥
じ
入
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
。〔『
自
由
へ
の
道
』の
登
場
人
物
〕マ
チ
ウ
は
、
少
な

く
と
も
あ
る
状
況
に
お
い
て
は
盗
み
な
ど
も
の
と
も
し
な
い
が
、
た
だ
、
マ
ル
セ
ル
を
救
え
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
恥
じ
入
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
彼
ら
に
は
自
分
な
り
の
道
徳
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
主
人
公
た
ち
、
あ
ら
ゆ
る
主
人
公
た
ち
が
し
ば
し

ば
見
せ
る
よ
う
な
道
徳
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
サ
ル
ト
ル
に
は
、
そ
う
し
た
道
徳
に
は
ど
ん
な
規
則
も
あ
り
は
し
な
い
と
考
え
て
い

る
ふ
し
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
掛
値
な
し
に
正
し
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
ま
た
、
情
念
に
突
き
動
か
さ
れ
た
人
間
は

状
況
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
行
動
の
予
測
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
は
自
由
で
あ
る
主
人
公
の
行
動
に

関
し
て
も
、
そ
の
行
動
は
い
く
つ
か
の
原
則
や
規
則
へ
と
し
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
自
由
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、

あ
る
程
度
ま
で
の
予
測
は
可
能
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
主
人
公
や
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
め
ぐ
っ
て
、「
彼
な
ら
ば

そ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
」な
ど
と
他
人
が
う
そ
ぶ
く
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
の
で
あ
る
。
方
法
に
関
し
て
い
え
ば
、
サ
ル
ト
ル
が
方

法
を
ど
の
程
度
ま
で
そ
れ
と
し
て
認
め
て
い
る
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
今
日
に
あ
っ
て
さ
え
も「
一
＋
一
＝
二
」と
い
う

こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、諸
学
問
に
お
い
て
深
い
と
こ
ろ
ま
で
踏
破
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

ま
さ
に
あ
る
意
味
で
は
、「
一
＋
一
＝
二
」と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
を
牢
獄
へ
と
向
か
わ
せ
る
扉
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
あ
る
意

味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
を
解
放
す
る
扉
で
も
あ
る
の
だ
。
自
由
で
あ
る
に
は
こ
の
牢
獄
に
自
ら
を
基
礎
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
以
外
の
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
何
一
つ
知
り
お
よ
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

　
何
ら
か
の
道
徳
と
方
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
何
に
も
ま
し
て
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
自
由
で

あ
る
と
い
う
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
け
確
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
小
著
の
う
ち
で
は
デ
カ

ル
ト
の
断
章
が
、
時
系
列
的
な
順
序
と
関
係
な
く
並
べ
替
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る（
も
っ
と
も
そ
の
こ
と
ゆ
え
に
こ
そ
、
よ

り
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
）。
そ
の
順
序
は
、
サ
ル
ト
ル
が
一
つ
の
哲
学
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
教ド
グ
マ説
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
と
こ
ろ
が
彼
が
示
唆
す
る
哲
学
は
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
と
い
う
よ
り
は
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
な
の
だ（
よ
も
や
出
版
社
が
そ
ん
な

こ
と
を
望
ん
だ
わ
け
は
あ
る
ま
い
）。
そ
し
て
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
道
徳
が
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
方
法
は
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ど
う
か
と
い
え
ば
、
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
対
照
的
に
デ
カ
ル
ト
は
、
方
法
と
道
徳
を
、
無
媒
介
的
に
確
実
で
あ
る
も
の
と
し
て『
方

法
序
説
』の
は
じ
め
の
方
に
置
い
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
デ
カ
ル
ト
は
自
ら
の
道
徳
を
暫
定
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、

後
に
な
っ
て
決
定
的
道
徳
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
差
し
出
し
て
お
り
、
そ
れ
は
暫
定
的
と
し
て
い
た
道
徳
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
の
も
、い
ま
で
は
ご
承
知
の
こ
と
だ
ろ
う（
２
）（
道
徳
は
本
質
的
に
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
偶
発
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
、

私
は
解
釈
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
道
徳
は
断
じ
て
善
の
完
璧
な
認
識
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
規
則
を
自
ら
手

に
入
れ
る
、
あ
る
い
は
義
務
を
選
択
す
る
と
い
っ
た
課
題
を
人
間
は
つ
ね
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
善
は
知
ら
れ
ざ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。暫
定
的
道
徳
と
は
実
の
と
こ
ろ
、義
務
の
道
徳
で
あ
る
。そ
し
て
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、決
定
的
道
徳
な
の
だ
）。

　
方
法
も
同
じ
く
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
ば
か
り
か
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
絶

対
的
に
真
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
存
在
が
知
ら
れ
る
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
神
と
は
、
認
識
さ
れ
る
が
理
解

さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
語
る
単
一
な
も
の
な
い
し
は
明
証
な
も
の
に
も
と
づ
い
て
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
変
化
を
最

小
限
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
徳
の
す
べ
て
で
あ
る
。
変
化
な
ど
何
一
つ
被
る
ま
い
と
覚
悟

し
た
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
だ
け
あ
れ
ば
も
う
満
足
で
あ
る
。
選
択
を
最
小
限
に
留
め
創
造
や
変
化
を
最
小
限
に
留
め
る
こ
と
で
、
わ
れ

わ
れ
は
自
己
自
身
か
ら
逃
れ
去
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
れ
で
も
う
十
分
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
う
ち
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
余

儀
な
く
さ
れ
る
必
然
と
い
う
も
の
が
い
く
つ
も
存
在
し
て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
程
度
の
迂
回
を
お
こ
な
い
、
ま

さ
に
単
一
な
も
の
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
必
然
に
迫
ら
れ
る
よ
う
な
と
き
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
独
立
し
た
事
物
が

数
々
立
ち
現
れ
る
。
そ
う
し
た
事
物
の
う
ち
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
と
き
の
気
分
に
よ
っ
て
そ
こ
に
期
待
し
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
変
化

に
富
ん
だ
様
相
な
ど
も
は
や
認
め
ら
れ
は
し
な
い
。
単
一
な
も
の
か
ら
の
強
制
を
受
け
る
か
ら
と
い
っ
て
、
絶
対
的
な
強
制
を
受
け
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
わ
が
身
を
迂
回
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
か
ら
だ
。
し
か
し
人
間
に
は
、
強
制
を
最

大
限
に
与
え
る
も
の
だ
け
を
受
け
入
れ
た
い
と
い
う
あ
の
叡
智
が
あ
る
。
そ
の
と
き
人
間
は
、
自
己
に
反
し
て
自
由
と
な
る
。
自
己
に
反

し
て
自
由
で
な
い
者
は
、
現
実
的
な
も
の
を
見
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
た
ら
自
ら
の
決
断
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と

な
ど
可
能
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
欺
か
れ
て
い
る
者
は
強
制
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
、
と
い
っ
た
風
に
さ
れ
て
し
ま
う
あ
り
さ
ま
で

あ
る
。
自
由
に
選
択
す
る
に
は
、
十
分
に
思
惟
し
、
十
分
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
十
分
に
思
惟
し
、
十
分
に
認
識
す
る
に
は
、
自
己
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に
抵
抗
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
自
己
に
抵
抗
す
る
に
は
、
規
則
に
し
た
が
い
、
こ
の
上
な
く
必
然
的
な
も
の
に
依
拠
す
る

必
要
が
あ
る
の
だ
。

　
こ
う
し
た
こ
と
の
一
切
を
可
能
に
す
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
あ
る
一
つ
の
現
前
＝
臨
在〔une présence

〕で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
方
に
あ
る

も
の
の
現
前
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
自
己
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
る
、
そ
ん
な
現
前
な
の
だ
。
こ
の
現
前
は
、
自
由
を
つ
く

り
出
す
よ
う
な
認
識
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
現
前
が
、
自
由
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
の
話
で
あ
る
が
。

　
人
間
が
神
で
あ
る
と
い
う
点
に
も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
し
か
し
人
間
は
、
自
ら
の
自
然
本
性
に
恐
れ
を
抱
く
べ
き
も
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
思
い
描
く
よ
う
な
神
の
方
で
は
、
自
ら
の
自
然
本
性
に
恐
れ
を
抱
く
必
要
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
人
間
は
、
自
己
自
身

か
ら
追
い
や
ら
れ
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
神
が
そ
う
や
っ
て
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
自
己
自
身
に
屈
す
る
と
い
う
の
は
、
外
部
の
事
象
に
屈
す
る
よ
り
も
恥
ず
べ
き
事
態
で
あ
る
。
自
己
に
反
す
る

自
由
は
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
か
ら
欠
落
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
は
欠
落
し
て
い
な
い
。
い
わ
ん

や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
を
や
。

訳
註

（
１
） 『
省
察
』、
山
田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
九
一
頁
。
た
だ
し
ペ
ト
ル
マ
ン
の
引
用
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
、
訳

文
を
軽
度
に
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
２
） ペ
ト
ル
マ
ン
が
具
体
的
に
何
を
指
示
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
六
四
五
年
八
月
五
日
付
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
宛

書
簡
か
、『
情
念
論
』（
一
六
四
九
年
）の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
に
則
し
た
か
た
ち
で
の「
決
定
的
道
徳
」に
関
し

て
も
含
め
て
、『
方
法
序
説
』（
山
田
弘
明
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）の
一
五
四
―
一
五
八
頁
を
参
照
。
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解
題

　サ
ル
ト
ル
の
自
由
と
ペ
ト
ル
マ
ン
の
自
由
（
あ
る
い
は
承
認
さ
れ
え
ぬ
も
の
の
権
利
）

「
自
由
を
愛
す
る
と
主
張
し
、
自
由
の
敵（
と
彼
が
呼
ぶ
者
）を
投
獄
さ
せ
ね
ば

や
ま
ぬ
て
い
の
人
間
が
い
る
」。

― 

ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン（
１
）

　
こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、Sim

one Pètrem
ent, « L

a L
iberté selon D

escartes et selon Sartre », C
ritique, n ° 7, décem

bre 1946, 

pp. 612-620

で
あ
る
。
著
者
の
シ
モ
ー
ヌ
・
ペ
ト
ル
マ
ン（
一
九
〇
七
―
九
二
年
）は
、
こ
の
と
き
パ
リ
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
の

副
論
文
た
る『
哲
学
史
お
よ
び
宗
教
史
に
お
け
る
二
元
論

―
プ
ラ
ト
ン
哲
学
、グ
ノ
ー
シ
ス
派
、マ
ニ
教
の
二
元
論
研
究
の
た
め
の
序
論
』

（
一
九
四
六
年

―
以
下
、『
二
元
論
』と
す
る
）を
ガ
リ
マ
ー
ル
書
店
か
ら
出
版
し
た
ば
か
り
の
気
鋭
の
哲
学
者
で
あ
り
、『
存
在
と
無

―

現
象
学
的
存
在
論
の
試
み
』（
一
九
四
三
年
）に
よ
っ
て
す
で
に
広
く
名
声
を
博
し
て
い
た
一
九
〇
五
年
生
ま
れ
の
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ

ル
ト
ル
と
は
、
ま
っ
た
く
の
同
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
と
サ
ル
ト
ル
の
自
由
」が
発
表
さ
れ
た
書
評
誌『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』の
通
例
に
し
た
が
い
、
そ
れ
は
形
式
的
に

は
サ
ル
ト
ル
の「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」を
序
文
と
す
る
デ
カ
ル
ト
選
集
へ
の
書
評
記
事
で
し
か
な
い
と
も
い
え
る
（
２
）。
し
か
し
そ
う
し
た

体
裁
を
保
っ
た
上
で
、
ペ
ト
ル
マ
ン
自
ら
の
思
想
と
呼
べ
る
も
の
が
そ
こ
で
は
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
こ
の
時
期
に
は
、

単
純
化
の
謗
り
を
免
れ
な
い
ほ
ど
の
大
胆
さ
で
も
っ
て
、
思
想
史
全
体
を
、
神
秘
主
義
傾
向
を
注
入
し
た
彼
女
独
自
の「
二
元
論
」と
い

う
視
座
か
ら
書
き
換
え
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
そ
れ
は
哲
学
で
い
え
ば
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
な
く
プ
ラ
ト
ン
、ス
ピ
ノ
ザ
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
で
な
く
デ
カ
ル
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
で
な
く
カ
ン
ト
、
と
い
う
思
潮
に
対
す
る
注
目
で
あ
る
。
事
実
そ
う
し
た
決
然
た
る
姿
勢

は
、「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
と
サ
ル
ト
ル
の
自
由
」に
お
い
て
も
通
底
し
て
い
る
。
そ
し
て「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」が
、
サ
ル
ト
ル
自
身
の
手
に

な
る
デ
カ
ル
ト
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー『
デ
カ
ル
ト
一
五
九
六
―
一
六
五
〇
』へ
の
序
文
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
か
、
デ
カ
ル
ト
を
自
ら
の
自

由
の
哲
学
へ
と
牽
強
付
会
さ
せ
た
編
集
を
正
当
化
す
る
た
め
の
教
説
に
も
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
書
評
を
舞
台
と
し
て
、
若
き
哲

学
者
同
士
の
思
想
的
な
真
剣
勝
負
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
こ
で
は
、

サ
ル
ト
ル
哲
学
と
の
対
決
に
全
力
を
傾
注
さ
せ
る
ペ
ト
ル
マ
ン
を
目
撃
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

　
本
解
題
で
は
、「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
と
サ
ル
ト
ル
の
自
由
」を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
最
小
限
と
思
わ
れ
る
事
項
の
整
理
に
加
え
て
、
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ペ
ト
ル
マ
ン
が
サ
ル
ト
ル
に
ど
う
し
て
も
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
決
定
的
な
争
点
の
確
認
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
単
に
こ
れ
ま
で
着

目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
マ
イ
ナ
ー
な
論
争
の
紹
介
と
も
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
デ
カ
ル
ト
の
著
作
お
よ
び
研
究
を
俯
瞰
し
う
る
立

場
か
ら
す
れ
ば
至
ら
な
い
部
分
も
散
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い（
３
）。
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、い
ま
で
は『
詳
伝
シ
モ
ー
ヌ
・

ヴ
ェ
イ
ユ
』の
著
者
と
し
て
想
起
さ
れ
る
に
留
ま
る
知
ら
れ
ざ
る
シ
モ
ー
ヌ
・
ペ
ト
ル
マ
ン
の
、
そ
の
魅
力
の
片
鱗
で
も
読
者
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
い
た
い
。
そ
の
と
き
奇
妙
な
か
た
ち
で
浮
き
彫
り
と
さ
れ
る
の
は
、
し
ば
し
ば
安
易
に
斉
唱
さ
れ
る
人
間
中
心
主

義
批
判
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
秘
主
義
の
立
場
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
、
徹
底
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
擁
護

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
一
つ
の「
道モ
ラ
ル徳
」に
他
な
ら
な
い
。

＊

　
ま
ず
、「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
と
サ
ル
ト
ル
の
自
由
」を
一
読
す
る
限
り
で
は
、
そ
の
論
旨
を
辿
る
の
が
容
易
で
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
印
象
に
は
、
翻
訳
の
出
来
不
出
来
を
別
と
し
て
も
、
一
理
以
上
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
当
然
と

い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ペ
ト
ル
マ
ン
が「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」へ
の
反
駁
と
い
う
か
た
ち
で
論
を
展
開
し
て

い
る
、
す
な
わ
ち
サ
ル
ト
ル
に
対
し
て
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
狙
っ
た
批
判
を
投
じ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

　
そ
し
て
何
と
い
っ
て
も
理
解
を
妨
げ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、理
由
は
後
述
す
る
が
、本
訳
稿
で
は
す
べ
て
を「
無

差
別
の
自
由
」と
訳
出
し
た《liberté d ’indifférence

》の
存
在
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
早
速
目
に
入
っ
て
く
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
す
ぐ
に
は
見
え
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
関
し
て
も
、
あ
る
意
味
で
は
当

然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
デ
カ
ル
ト
の
も
と
も
と
の
定
義
が
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
な
い
ば
か
り
か
、
デ
カ
ル
ト
を
自
ら
の
哲
学
的

立
場
か
ら
解
釈
す
る
サ
ル
ト
ル
、
さ
ら
に
両
者
を
こ
れ
も
ま
た
自
ら
の
哲
学
的
立
場
か
ら
解
釈
す
る
ペ
ト
ル
マ
ン
と
い
っ
た
具
合
に
、
三

者
の
主
張
が
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
食
い
ち
が
っ
て
お
り
、
事
柄
を
す
っ
き
り
と
見
通
す
た
め
の
位
置
取
り
が
で
き
な
い
状
況
を
し
ば
ら
く
の

あ
い
だ
、
あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
は
最
後
ま
で
強
い
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
由
概
念
を
め
ぐ
る
解
釈
の
相
違
こ
そ

が
、
ペ
ト
ル
マ
ン
の
サ
ル
ト
ル
批
判
に
お
け
る
強
力
な
推
進
力
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
批
判
も
、
そ
れ
を
中
心
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
さ

え
い
え
る
。
だ
か
ら
ま
ず
は
こ
の「
無
差
別
の
自
由
」を
整
理
し
て
み
る
こ
と
が
、
全
体
の
理
解
の
た
め
の
第
一
歩
と
な
る
は
ず
だ
。
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そ
の
さ
い「
無
差
別
の
自
由
」を
、
ペ
ト
ル
マ
ン
も
本
文
中
で
使
用
す
る「
無
制
限
の
自
由
」と
読
み
替
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
そ
こ
で
い
わ
れ
る
も
の
と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
神
の
全
知
全
能
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
一
般
に
は
感
覚
的
世
界
か
ら
独
立
し
て

い
る
と
さ
れ
る
数
学
的
真
理
で
さ
え
も
、
神
の
創
造
に
な
る
と
デ
カ
ル
ト
は
主
張
し
て
い
る（
こ
れ
が「
永
遠
真
理
創
造
説
」で
あ
る
）。

　
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
デ
カ
ル
ト
は《indifférence

》（
ラ
テ
ン
語
で
は《indifferentia

》）と
い
う
一
語
に
よ
っ

て

―
実
は《liberté d ’indifférence

》と
い
う
措
辞
そ
の
も
の
は
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
常
用
す
る
語
彙
に
は
属
し
て
い
な
い
（
４
）

―
、

自
由
の
肯
定
的
お
よ
び
否
定
的
様
相
を
二
つ
と
も
に
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち「
非
決
定
の
自
由
」と
解
釈
さ

れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は「
判
断
停
止
」と
い
う
意
味
合
い
が
多
分
に
込
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
が
自
由
の
消
極
的
様
相
と
映
っ
て
し

ま
う
の
は
避
け
が
た
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
あ
る
事
柄
を
前
に
し
て
真
偽
の
判
断
が
つ
き
か
ね
る
と
き
、
い
ず
れ
に
対
す
る
同
意
も
差

し
控
え
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
サ
ル
ト
ル
自
身
も
そ
こ
に
自
律
的
な
思
惟
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
状
態
の
う
ち
に「
自
由
意
志
」が
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
の「
非
決
定
の
自
由
」に「
普
遍
的
・
方
法

的
懐
疑
」を
可
能
に
す
る
よ
う
な
自
由
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
様
子
は
、
た
し
か
に
見
て
と
れ
る（
５
）。

　
対
照
的
に「
無
差
別
の
自
由
」に
は
、
も
っ
と
肯
定
的
な
意
味
合
い
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
自
律
的
な
判
断
を
踏
ま
え
た
上
で
の
、

能
動
的
な
自
己
決
定
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る（
も
ち
ろ
ん
先
述
の「
無
制
限
の
自
由
」は
、
こ
ち
ら
の
方
に
該
当
す
る
）。
だ
か
ら

こ
の
二
つ
の
自
由
を
、
こ
こ
で
も
サ
ル
ト
ル
に
倣
っ
て
、
消
極
性
か
ら
積
極
性
へ
の
移
行
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
、
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
は
、そ
う
し
た
積
極
的
な《indifférence

》を
二
つ
の
も
の
へ
と
区
分
し
て
い
る
。彼
は『
省

察
』の「
第
六
答
弁
」で
、「
か
く
し
て
人
間
の
自
由
に
適
合
す
るindifférence

と
神
の
自
由
に
適
合
す
るindifférence

は
大
幅
に
異
な
っ

て
い
る（
６
）」と
応
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
神
の
自
由
と
人
間
の
自
由
は
、
こ
の《indifférence

》の
水
準
に
お
い
て
接
合

す
る
と
同
時
に
、
厳
密
に
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
ら
ば
い
か
な
る
点
に
お
い
て
、そ
の
二
つ
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。デ
カ
ル
ト
は
神
と
人
間
を
隔
て
る
要
素
と
し
て
、「
知

性
」と「
意
志
」を
挙
げ
る
。
人
間
は
、
意
志
に
お
い
て
は
神
と
ほ
ぼ
比
肩
す
る
も
の
の
、
知
性
に
お
い
て
は
遠
く
お
よ
ば
な
い
。
神
に
お

い
て
は
、
両
者
は
等
し
い
。
し
か
し
人
間
に
と
っ
て
は
、
こ
の
無
限
で
あ
る
知
性
の
認
識
と
有
限
で
あ
る
意
志
の
決
定
と
の
あ
い
だ
の
齟

齬
が
、
悪
や
誤
謬
を
生
み
出
す
原
因
と
な
る
。
す
な
わ
ち
悪
、
誤
謬
と
は
、
自
由
意
志
の
不
正
使
用
に
他
な
ら
な
い（
７
）。

　
こ
の
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
サ
ル
ト
ル
は
、
自
由
の
う
ち
に
自
律
独
立
の
思
惟
を
認
め
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。
加
え
て
、
創
造
的
な
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自
由
が
実
現
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
彼
に
は
何
と
い
っ
て
も
肝
要
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
そ
の
デ
カ
ル
ト
評
価
は
、
デ
カ
ル
ト
が
ヘ
ー
ゲ
ル

を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
な「
否
定
性
」を
予
告
し
、
創
造
的
な
自
由
に
対
し
て
意
識
的
で
あ
る
の
か
と
い
う
一
点
に
か
か
っ
て
く
る
。
つ

ま
り「
非
決
定
の
自
由
」だ
け
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
っ
て
、「
無
差
別
の
自
由
」が
見
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
誰
も
が
多

か
れ
少
な
か
れ
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
の
抜
粋
の
恣
意
的
な
配
列
は
、
そ
う
し
た
自
由
発
見
の
道
程
を
、

あ
た
か
も
デ
カ
ル
ト
が
自
ら
辿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
読
者
に
呼
び
起
こ
す
こ
と
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
（
８
）。
要
す
る
に
サ
ル

ト
ル
は
、
人
間
に
よ
る
無
差
別
の
自
由
の
経
験
を
自
ら
の
自
由
の
哲
学
へ
と
最
大
限
に
引
き
寄
せ
る
と
い
う
限
り
で
、
デ
カ
ル
ト
を
評
価

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
十
全
に
肯
定
の
姿
勢
へ
と
転
じ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
地
点
を
、
つ
ま
り

サ
ル
ト
ル
化
し
た
デ
カ
ル
ト
が
ど
こ
か
ら
は
じ
ま
る
の
か
を
、
自
ら
明
確
に
標
定
し
て
い
る
。

か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
自
由
を
否
定
性
あ
る
い
は
存
在
の
否
定
と
同
一
視
す
る
こ
と

―
こ
の
こ
と
は
無
差
別
の
自
由
と
な
る
の

だ
ろ
う

―
と
、
否
定
す
る
こ
と
を
単
に
否
定
す
る
と
い
う
だ
け
の
自
由
意
志〔libre arbitre

〕の
概
念
の
あ
い
だ
を
、
永
久
に
動
揺
す

る
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
否
定
性
を
生
産
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
９
）。

　
こ
こ
で
も
、
一
読
す
る
限
り
に
お
い
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
要
素
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は「
自
由
意
志
」の
位
置
づ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
境
界
は
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
と
い
う
限
定
の
も
と
に
で
あ
る
が
、「
無
差
別
の
自
由
」と「
非

決
定
の
自
由
」の
あ
い
だ
に
引
か
れ
て
い
た
。
そ
う
な
る
と
、「
自
由
意
志
」は
前
者
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
た
だ
し
デ
カ
ル

ト
に
よ
れ
ば
、た
し
か「
自
由
意
志
」は「
非
決
定
の
自
由
」に
お
い
て
も
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と『
自
我
の
超
越
』（
一
九
三
七

年
）な
ど
で
意
識
の
自
発
性
を
自
由
の
第
一
の
契
機
と
し
て
い
た
サ
ル
ト
ル
で
あ
れ
ば
、
こ
の
見
解
に
反
対
す
る
い
わ
れ
は
な
い
は
ず
だ
。

と
な
れ
ば
や
は
り「
非
決
定
の
自
由
」（
後
半
部
分
）と
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る「
無
差
別
の
自
由
」（
前
半
部
分
）と
い
う
図
式
が
、
こ
こ
で
も

堅
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
わ
か
る
。
そ
し
て
生
産
的
な
否
定
性
へ
の
移
行
こ
そ
が
ま
さ
に
自
由
の
問
題
と
し
て
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ

て
は
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
を
論
じ
る
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
、
唯
一
固
執
す
べ
き
譲
れ
な
い
点
な
の
で
あ
る（
）。

　
と
こ
ろ
が
サ
ル
ト
ル
は
、
デ
カ
ル
ト
の
自
由
の
う
ち
に
人
間
の
自
由
だ
け
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、「
無
差
別
の
自
由
」の
う
ち

に
設
け
ら
れ
た
神
と
人
間
の
差
異
に
目
を
向
け
よ
う
と
は
し
な
い
。ペ
ト
ル
マ
ン
が
サ
ル
ト
ル
に
突
き
つ
け
る
異
議
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
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こ
の
一
点
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
も
ち
ろ
ん
サ
ル
ト
ル
の
中
で
は
整
合
性
が
と

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
デ
カ
ル
ト
自
身
は
そ
う
し
た
神
と
人
間
の
区
分
を
前
提
に
論
を
組
み
立
て
て
い
る
以
上
、
自
ず
と
無
理
が
生

じ
る
と
こ
ろ
も
出
て
く
る
は
ず
だ
。
デ
カ
ル
ト
は
た
と
え
ば
ボ
ヘ
ミ
ア
王
女
エ
リ
ザ
ベ
ト
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
こ
ん
な
風
に
述
べ
て
い

る（
一
六
四
五
年
一
一
月
三
日
付
）。

自
由
意
志〔libre arbitre

〕に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
が
独
立
で
あ
る
と
見
な
さ
な
い
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
こ
と
を
認
め
ま
す
。
し
か
し
神
の
無
限
の
力
を
考
え
る
と
き
、
す
べ
て
の
も
の
は
神
に
依
存
し
、
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ

の
自
由
意
志
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
と
、
信
じ
な
い
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん（
）。

　
こ
の
デ
カ
ル
ト
に
忠
実
に
、
そ
し
て
サ
ル
ト
ル
に
は
異
を
唱
え
る
べ
く
、
ペ
ト
ル
マ
ン
は
神
に
そ
な
わ
る「
無
差
別
の
自
由
」と
人
間

の
そ
れ
と
の
厳
密
な
区
別
を
執
拗
に
問
う（
本
訳
稿
で
は
、
一
つ
の
語
で
神
と
人
間
両
方
の
自
由
を
使
い
分
け
る
こ
の
デ
カ
ル
ト
＝
ペ
ト

ル
マ
ン
に
則
し
た
か
た
ち
で
、
そ
し
て
何
よ
り
も
神
の
自
由
を

―
少
な
く
と
も「
人
間
の
自
由
」と
同
程
度
に
は

―
重
視
す
る
ペ
ト

ル
マ
ン
の
立
場
を
尊
重
し
、《liberté d ’indifférence

》を
一
貫
し
て「
無
差
別
の
自
由
」と
訳
出
し
た
が
、
そ
こ
で
は
神
と
人
間
ど
ち
ら
の
、

ど
の
自
由
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
そ
の
つ
ど
立
ち
止
ま
っ
て
ご
判
断
い
た
だ
き
た
い
）。
ペ
ト
ル
マ
ン
は
そ
こ
に
自
ら
の
神
秘
主
義

的
思
想
を
重
ね
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
神
の
自
由
と
人
間
の
自
由
を
峻
別
す
る
デ
カ
ル
ト
へ
と
つ
き
し
た
が
う
。
彼
女
は
サ
ル
ト
ル
の

よ
う
に
神
の
座
を
、
神
と
化
し
た
人
間
の
座
を
占
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
サ
ル
ト
ル
と
は
同
じ
よ
う
な
意
味
で
は
、
人
間
的
な

立
場
を
擁
護
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
、
あ
る
所
与
の
閾
を
踏
み
越
え
る
と
い
う
倨ヒ
ュ
ブ
リ
ス傲を
犯
さ
な
い
た
め
に
も
、
サ
ル
ト

ル
と
は
別
の
意
味
で
、
人
間
的
な
立
場

―
身
の
程

―
に
ど
こ
ま
で
も
踏
み
止
ま
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
崩
さ
な
い
。
ゆ
え
に
サ
ル
ト
ル

の
命
題
に
対
抗
し
て
、
そ
し
て
逆
説
的
に
も
、
神
秘
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
の
が
ペ
ト
ル
マ
ン
の
主
張
に
な
る
は
ず
だ
。

　
こ
こ
で
一
旦
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
自
由
が
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た

は
ず
だ
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
、
神
の
無
差
別
の
自
由
、
二
、
人
間
の
無
差
別
の
自
由
、
三
、
人
間
の
非
決
定
の
自
由
で
あ
る
。
サ
ル

ト
ル
に
と
っ
て
は
、
一
と
二
の
自
由
を
同
一
視
し
た
上
で
、
三
か
ら
二
の
移
行
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
他
方
の
ペ
ト
ル
マ
ン
に
と
っ

て
は
、
一
の
神
の
自
由
だ
け
が
問
題
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
デ
カ
ル
ト
解
釈
の
相
違
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
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な
る
。

　
と
こ
ろ
で
冒
頭
に
明
記
し
て
お
い
た
通
り
、
本
解
題
の
さ
さ
や
か
な
目
的
は
、
サ
ル
ト
ル
と
ペ
ト
ル
マ
ン
の
争
点
を
彼
ら
の
論
述
に
則

し
て
整
理
し
、
理
解
の
た
め
の
最
小
限
の
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
身
の
程
を
弁
え
ず
に
、
デ
カ
ル
ト
研
究
の
領
域

に
ま
で
介
入
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
た
と
え
ば
、
上
述
の
よ
う
な
分
類
ば
か
り
か
、
と
り
わ
け
二
と
三
の
自
由
を
区
別

し
段
階
的
な
も
の
と
見
な
す
所
作
の
当
否
を
判
定
す
る
こ
と
な
ど
は
、
も
と
よ
り
私
た
ち
の
課
題
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
則
し
た
神
の

自
由
と
人
間
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
モ
リ
ナ
と
ス
ア
レ
ス
を
経
て
デ
カ
ル
ト
に
至
る
ま
で
膨
大
な
コ
ー
パ
ス
の

渉
猟
に
も
と
づ
く
議
論
の
精
緻
さ
に
眩
暈
を
覚
え
る
ば
か
り
の
、
そ
れ
ゆ
え
お
そ
ら
く「
哲
学
的
に
正
し
い
」で
あ
ろ
う
自
由
意
志
論
を

め
ぐ
る
哲
学
史
的
大
著
か
ら
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
に
、
明
快
な
見
取
図
が
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

従
来
の
論
争
は
、
神
の
意
志
と
人
間
の
意
志
、
二
つ
の
力
の
人
間
的
行
為
に
お
け
る
主
導
権
な
い
し
持
ち
分
を
い
か
に
調
整
す
る
か

を
焦
点
と
し
て
い
た
。
二
つ
の
力
の
働
き
が
何
ら
か
の
仕
方
で
交
わ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
で
あ
り
、
交
わ
り
を
相
互
作
用
と
捉
え

る
の
で
あ
れ
、
一
方
的
な
作
用
に
近
い
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ
れ
、
二
つ
の
力
の
あ
い
だ
に
何
か
ら
の
関
係
が
、
す
な
わ
ち
何
ら
か

の「
協
働（concursus

）」が
、
た
と
え
ジ
ェ
ス
イ
ッ
ト
の
考
え
た
よ
う
に
形
式
的
な
仕
方
で
あ
れ
、
と
も
か
く
成
立
し
て
い
る
と
考
え

る
点
は
立
場
の
相
違
を
越
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
神
の
意
志
と
人
間
の
意
志
が
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
に
従
っ
て
作

動
し
、
充
足
し
、
そ
の
さ
い
、
一
方
が
他
方
の
作
動
と
充
足
の
自
己
完
結
性
を
損
ね
る
よ
う
な
こ
と
は
一
切
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、

言
い
換
え
れ
ば
、
協
働
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
関
係
性
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
）。

　
こ
こ
に
何
か
を
つ
け
加
え
る
こ
と
な
ど
、
一
言
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
別
の
箇
所
で
は「
人
間
の
自
由
に
焦
点
を
合
わ
せ
て

い
る
私
た
ち
の
考
察
」と
画
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
神
的
自
由
の
概
念
は
、
有
限
な
世
界
を
完
全
に
超
越
し
た
と

こ
ろ
で
成
立
す
る
が
ゆ
え
の
過
剰
な
単
純
さ
の
た
め
に
、
そ
の
内
実
を
捉
え
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
（
）」と
い
っ
た
断
り
が
入
れ
ら
れ

て
は
い
る
も
の
の
、
や
は
り
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
に
つ
い
て
は
考
え
な
い
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
、
普
通
の
意
味
で
の
人
間
中
心

的
な
解
釈
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、
こ
の
最
新
の
デ
カ
ル
ト
研
究
と
は
対
照
的
に
、
デ
カ
ル
ト
の
神
を
額
面
通
り
に
受
け
と
り
、
つ
ま
り
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彼
女
な
り
に
デ
カ
ル
ト
に
忠
実
な
仕
方
で
当
の
神
の
自
由
を
思
索
の
対
象
と
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
二
と
三
を
含
む
人
間
の
自
由
へ

の
架
橋
を
試
み
る
ペ
ト
ル
マ
ン
の
、
復ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク

古
的
で
あ
る
が
ゆ
え
の
か
え
っ
て
貴
重
な
現
代
的
意
義
を
む
し
ろ
強
調
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

気
づ
か
さ
れ
た
。
神
的
な
も
の
を
信
じ
て
み
る
こ
と
で
切
り
拓
か
れ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
あ
る
。
図
ら
ず
も
ペ
ト
ル
マ
ン
は
神
秘
主

義
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
代
の
研
究
が
あ
え
て
あ
ま
り
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
い
空
白
地
帯
に
身
を
定
め
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
最
後

に
あ
と
も
う
少
し
だ
け
、
こ
の
神
と
人
間
の
自
由
の「
架
橋
」に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。

　
ペ
ト
ル
マ
ン
に
お
い
て
は
、
神
の
自
由
こ
そ
が
第
一
に
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
ペ
ト
ル
マ
ン
が
一
瞬
た
り
と
も
見
逃
す
ま
い
と
凝
視
す

る
の
は
、
神
の
自
由
が
行
使
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
人
間
の
自
由
と
神
の
自
由
の
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
神
の
知
性
が
人
間
の
自
律
性
を
侵
犯
し
そ
の
自
由
意
志
ま
で
も
凌
駕
し
て
し
ま
う
、
そ

ん
な
瞬
間
な
の
だ
。
そ
し
て
サ
ル
ト
ル
で
あ
れ
ば
人
間
の「
非
決
定
の
自
由
」と
解
釈
す
る
と
こ
ろ
を（「〔
…
…
〕自
由
は
そ
の
自
律
性
を

失
い
、
知
性
の
も
っ
て
い
る
大
い
な
る
光
が
意
志
を
貫
き
決
定
す
る
（
）」）、
ペ
ト
ル
マ
ン
は
神
に
よ
る「
無
差
別
の
自
由
」と
読
み
替
え
、

そ
れ
は
人
間
を
通
し
て「
自
己
に
反
す
る
自
由
」と
し
て
立
ち
現
れ
る
も
の
な
の
だ
と
一
気
呵
成
に
畳
み
か
け
る
。
呆
気
に
と
ら
れ
て
し

ま
う
ほ
ど
の
堂
々
た
る
正
面
突
破
ぶ
り
で
あ
る
が
、
二
人
の
哲
学
者
の
思
想
的
対
立
は
、
ま
さ
に
こ
こ
で
最
大
限
に
先
鋭
化
し
火
花
を
散

ら
す
。

　
事
実
サ
ル
ト
ル
は
、そ
の
後
こ
の「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」を
単
行
本
の『
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
Ⅰ
』（
一
九
四
七
年
）へ
と
再
録
す
る
に
あ
た
っ

て
、
ペ
ト
ル
マ
ン
に
反
論
す
る
た
め
の
註
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
加
え
て
い
る
。
追
加
さ
れ
た
註
は
こ
れ
一
つ
の
み
。
も
と
か
ら
あ
っ
た
そ
の

他
の
註
は
と
い
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
出
典
を
指
示
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
付
さ
れ
た
箇
所
が
本
文
の
本

当
に
最
後
と
い
う
こ
と
も
あ
り（
こ
れ
は
単
行
本
と
し
て
も
一
番
の
巻
末
で
あ
る
）、
そ
こ
か
ら
は
他
の
誰
で
も
な
い
、
ペ
ト
ル
マ
ン
に

だ
け
は
是
非
と
も
一
言
い
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
と
い
う
サ
ル
ト
ル
の
憤
懣
や
る
方
な
い
様
子
が
あ
り
あ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
二
人

の
や
り
と
り
は
、「
サ
ル
ト
ル
研
究
」の
枠
組
み
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
り
（
）、
こ
こ

で
は
そ
の
註
の
全
体
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

シ
モ
ー
ヌ
・
ペ
ト
ル
マ
ン
は
、『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』誌
上
で
本
稿
に
寄
せ
て
、
私
が「
自
己
に
反
す
る
自
由
」を
無
視
し
て
い
る
と
い
っ
て

非
難
し
て
い
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
の
は
、
彼
女
の
方
こ
そ
が
自
由
の
弁
証
法
を
無
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
に
反
す
る
自
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由
が
存
在
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、も
ち
ろ
ん
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
は
、当
の
自
己
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
自
由
か
ら
す
れ
ば
、

自
然
本
性
と
な
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
、
自
己
が「
自
己
」で
い
ら
れ
る
に
は
、
自
己
は
自
由
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
換
言
す

れ
ば
、
自
然
本
性
と
は
外
部
性
に
他
な
ら
ず
、
ゆ
え
に
そ
れ
は
人
格
の
徹
底
的
な
否
定
な
の
で
あ
る
。
精
神
錯
乱〔désarroi

〕、
す
な
わ

ち
外
部
性
の
内
的
な
模
倣
で
さ
え
も
、
そ
し
て
精
神
異
常
＝
疎
外〔aliénation

〕で
さ
え
も
自
由
を
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る（
）。

　
議
論
に
さ
い
し
て
の
彼
特
有
な
話
法
な
の
か
、
必
要
以
上
に
論
理
を
錯
綜
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
サ
ル
ト
ル
は
、
少
な
く

と
も
こ
こ
で
反
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
サ
ル
ト
ル
は
、
自
己
を
弁
証
法
の
対
象
と
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
自
由
を
担
い
行
使

し
う
る
何
も
の
か
、
お
そ
ら
く
主
体
と
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
も
の
を
、
不
可
侵
の
特
権
的
な
場
所
に
保
護
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
ど
う

し
て
も
受
け
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
必
死
に
守
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
サ
ル
ト
ル
思
想
一
般
で
は
な
く
戦
後
の
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
、

き
っ
と
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
は
自
ら
繰
り
な
す
政
治
的
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
が
可
能
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
原
理
で
あ
る
の
だ

ろ
う
（
）。
こ
れ
に
対
し
て
ペ
ト
ル
マ
ン
は
、
サ
ル
ト
ル
の
虚
構
作
品
の
う
ち
に
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
で
語
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
自

由
を
見
て
と
る
こ
と
で
、「
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
」が
と
り
う
る
そ
れ
と
は
別
の
姿
を
差
し
出
し
て
い
る
と
整
理
で
き
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

戦
後
を
生
き
る
こ
の
二
人
の
哲
学
者
に
と
っ
て
、
論
争
は
単
に
哲
学
談
義
で
済
む
話
で
は
な
い
の
だ
。

　
そ
の
場
合
に
ペ
ト
ル
マ
ン
が
逆
説
的
な
響
き
を
も
の
と
も
せ
ず
に
強
調
す
る
の
は
、
自
由
と
は
意
の
ま
ま
に
行
使
し
う
る
も
の
で
は
な

く
、
意
に
反
し
た
か
た
ち
で
被
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
何
も
の
か
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
自
己
に
反
す
るcontre soi

」と
い
う
契
機
は
、

決
し
て
承
認
や
和
解
に
よ
っ
て
は
解
消
さ
れ
ず
、
た
だ
被
る
こ
と
を
甘
受
す
る
し
か
な
い
。
こ
れ
が
、
神
秘
主
義
と
見
分
け
が
た
い
仕
方

で
提
示
さ
れ
る
ペ
ト
ル
マ
ン
の「
二
元
論
」に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
往
々
に
し
て
自
由
を
愛
す
る
と
主
張
す
る
者
た
ち
に
と
っ

て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
決
し
て
忌
避
す
べ
き
否
定
的
な
事
態
で
は
な
い
。
彼
女
は『
二
元
論
』で
、「
お
そ
ら
く
真
な
る
二
元
論
は
同
一

世
界
の
二
原
理
で
は
な
く
、
二
つ
の
世
界
を
措
定
す
る
二
元
論
で
あ
る
（
）」と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
別
世
界
に
属
し
て
い
る
よ
う
な
、

断
じ
て
自
己
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
、
い
う
な
れ
ば
承
認
さ
れ
え
ぬ
も
の
の
権
利
が
、
そ
の
と
き
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
問
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
を
、
デ
カ
ル
ト
の
神
の
別
名
と
し
て
の「
無
限
の
観
念
」に
重
ね
合
わ
せ
、「
他
者
」と
読
み
替
え
て
も
か
ま
わ
な
い
（
）。
い
や
、
そ

れ
で
は
や
は
り
不
十
分
だ
。
他
者
な
る
も
の
を
抽
象
的
な
次
元
で
得
意
げ
に
語
る
一
方
で
、
具
体
的
な
現
実
と
し
て
眼
前
に
迫
り
来
る
他

者
を
同
じ
く
得
意
げ
に
弾
圧
す
る
と
い
う
の
は
、
す
で
に
あ
り
ふ
れ
た
光
景
と
化
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
が
有
す
る
他
者
性
へ
と
真
摯
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な
か
た
ち
で
向
き
合
う
に
は
、「
敵
」と
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
（
）。
そ
の
賭
金
は
、
過
激
派
流
の
敵
の
殲
滅
な
ど
で
は
な
く
、
む

し
ろ
敵
と
の
共
生
に
こ
そ
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
こ
に
、
ペ
ト
ル
マ
ン
は
単
に
自
ら
の
神
秘
主
義
的
傾
向
に
居
直
っ
て
い
る
だ
け
な
の

だ
と
簡
単
に
片
づ
け
て
し
ま
い
え
な
い
、
自
由
が
携
え
る
き
わ
め
て
現
代
的
な
道
徳
的
課
題
の
あ
り
か
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

註（
１
） ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン「
序
」、
金
井
裕
訳
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
グ
レ
ト
ゥ
イ
ゼ
ン『
神
話
と
肖
像
』所
収
、
国
文
社
、
一
九
七
七
年
、

六
―
七
頁
。

（
２
） 『
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
』誌
は
一
九
四
六
年
の
創
刊
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
各
論
考
の
冒
頭
に
書
評
対
象
の
書
誌
を
掲
げ
る
の
が
定
型

と
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
翻
訳
で
は
そ
う
し
た
形
式
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
た
め
、
割
愛
し
た
部
分
を
以

下
に
示
し
て
お
き
た
い
。「『
デ
カ
ル
ト
一
五
九
六
―
一
六
五
〇
』、
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
序
文
お
よ
び
テ
ク
ス
ト

選
定
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
、
ト
レ（
ト
ロ
ワ
・
コ
リ
ヌ
出
版
）、
一
九
四
六
年
、
一
六
折
版
、
一
五
一
頁（
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
グ
レ
ト
ゥ
イ

ゼ
ン
監
修
に
よ
る「
自
由
の
古
典
」叢
書
）」。
サ
ル
ト
ル
の
論
自
体
は
こ
の
少
し
前
に
、
そ
の
後
半
部
分
の
抜
粋
が『
迷ラ
ビ
ラ
ン
ト宮』紙
に
発

表
さ
れ
て
い
た（Jean-Paul Sartre, « L

a L
iberté cartésienne », L

abyrinthe, n ° 14, 15 novem
bre 1945, p. 7

）。
な
お
一
九
三
八

年
に
友
人
の
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
に
向
け
て
、「
私
は
サ
ル
ト
ル
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
」と
書
き
送
っ
た
こ
の
ベ
ル
リ
ン
生
ま
れ

の
哲
学
者
グ
レ
ト
ゥ
イ
ゼ
ン（
一
八
八
〇
―
一
九
四
六
年
）と
サ
ル
ト
ル
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、B

ernard D
andois, « B

ernard 

G
roethuysen et le jeune Sartre », L

es T
em

ps m
odernes, n ° 658-659, avril-juillet 2010, pp. 159-172

に
詳
し
い
。

（
３
） 本
解
題
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
訳
註
や
本
解
題
の
他
の
註
で
示
し
て
あ
る
文
献
以
外
に
は
、H

élène B
ouchilloux,  

L
a Q

uestion de la liberté chez D
escartes. L

ibre arbitre, liberté et indifférence, C
ham

pion, 2003

、
小
林
道
夫『
デ
カ
ル
ト
哲
学

の
体
系

―
自
然
学
・
形
而
上
学
・
道
徳
論
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
）お
よ
び『
デ
カ
ル
ト
入
門
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
六

年
）、
そ
し
て
小
林
道
夫
編『
哲
学
の
歴
史
５
　
デ
カ
ル
ト
革
命

―
神
・
人
間
・
自
然
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
）か
ら
多

く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
４
） 大
西
克
智『
意
志
と
自
由

―
一
つ
の
系
譜
学
』、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
四
年
、
二
六
頁
、
三
二
五
頁
、
註
四
一
を
参
照
。

（
５
） た
と
え
ば『
哲
学
原
理
』の
第
一
部
第
三
九
節
に
は
こ
う
あ
る
。「
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
う
ち
に
自
由
が
あ
り
、
多
く
の
も
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の
に
同
意
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
任
意
に
で
き
る
こ
と
は
き
わ
め
て
明
白
で
あ
る
の
で〔
…
…
〕」（『
哲
学
原
理
』、
山
田
弘
明

他
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
五
頁
）。

（
６
） 『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
２
　
省
察
お
よ
び
反
論
と
答
弁
』、
所
雄
章
他
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
三
年
、
四
九
四
頁（
こ
の
箇
所
は「
自

由
」を
め
ぐ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
るL

a L
iberté, textes choisis et présentés par A

ntoine H
atzenberger, Flam

m
arion, « G

F 

Flam
m

arion », 1999

に
そ
の
引
用
が
あ
り
、
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
）。
こ
れ
以
降
、
文
脈
に
合
わ
せ
た
か
た
ち
で
、
掲
げ
た
日
本

語
訳
に
変
更
を
加
え
た
箇
所
も
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
７
） も
ち
ろ
ん
こ
れ
は「
弁
神
論
」を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
が（Francis W

olff, « L
e M

al », in N
otions de philosophie, III, sous la 

direction de D
enis K

am
bouchner, G

allim
ard, « Folio », 1995, pp. 151-219

を
参
照
）、
こ
の
戦
後
に
、
一
九
四
七
年
の
著
作
に

お
い
て
、「
存
在
の
実ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ

定
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
何
か
し
ら
根
本
的
な
禍
悪
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（『
実
存
か
ら
実
存
者

へ
』、
西
谷
修
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
二
四
―
二
五
頁
）と
問
い
を
深
め
る
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

そ
う
し
た
悪
を
欠
如
と
見
な
す
伝
統
的
思
考
か
ら
、一
歩
踏
み
出
す
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
一
九
〇
六
年
生
ま
れ
の
彼
も
ま
た
、

ペ
ト
ル
マ
ン
と
同
時
代
に
属
し
て
い
る
。

（
８
） こ
れ
に
関
し
て
は
、
澤
田
直
が「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」に
触
れ
た
論
考
の
う
ち
、「〈
自
由
〉と〈
語
る
主
体
〉
―
サ
ル
ト
ル
の
デ
カ

ル
ト
読
解
」（『
思
想
』、
第
八
六
九
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
一
一
月
、
一
五
五
―
一
七
二
頁
）お
よ
び「
デ
カ
ル
ト
と
サ
ル

ト
ル

―
無
差
別
の
自
由
か
ら
ジ
ェ
ネ
ロ
ジ
テ
へ
」（
小
林
道
夫
・
湯
川
佳
一
郎
編『
デ
カ
ル
ト
読
本
』所
収
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
九
八
年
、
二
七
三
―
二
八
四
頁
）を
参
照
。

（
９
） 「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」、
野
田
又
夫
訳
、『
哲
学
・
言
語
論
集
』所
収
、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
一
年
、
八
八
頁
。

（
10
） 一
九
四
七
年
六
月
の
講
演「
自
己
意
識
と
自
己
認
識
」で
も
サ
ル
ト
ル
は
、「
前
反
省
的
意
識
」か
ら「
反
省
的
コ
ギ
ト
」へ
の
移
行
は

「
反
省
的
・
道
徳
的
自
由
」へ
の
移
行
で
あ
る
と
会
場
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
お
り
、
こ
こ
で
の
解
釈
を
裏
打
ち
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る（B

ulletin de la Société française de P
hilosophie, 42

e année, n ° 3, avril-juin 1948, p. 77

を
参
照
）。
だ
か
ら
戦
後
の

サ
ル
ト
ル
の
自
由
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る「
意
志
の
自
由
」へ
と
向
け
ら
れ
た
批
判
に
対
し
て
、
戦
前
の
サ
ル
ト
ル
の「
意
識
の
自

由
」を
も
ち
出
し
て
反
論
す
る
と
い
う
や
り
方
は
、
実
際
の
サ
ル
ト
ル
に
忠
実
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
講
演
は
以
下
で
も
読

め
る
が
、
残
念
な
が
ら
質
疑
応
答
の
部
分
は
未
収
録
で
あ
る
。Jean-Paul Sartre, « C

onscience de soi et connaissance de soi », 
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dans L

a T
ranscendance de l’E

go et autres textes phénom
énologique, textes introduits et annotés par V

incent de C
oorebyter, 

V
rin, 2003, pp. 133-165.

（
11
） 『
デ
カ
ル
ト
＝
エ
リ
ザ
ベ
ト
往
復
書
簡
』、
山
田
弘
明
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
〇
―
一
六
一
頁
。

（
12
） 前
掲『
意
志
と
自
由
』、
二
八
五
頁
。

（
13
） 同
書
、
二
七
九
、二
八
〇
頁
。

（
14
） 前
掲「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」、
八
九
頁
。

（
15
） た
と
え
ば『
サ
ル
ト
ル
事
典
』（D

ictionnaire Sartre, sous la direction de François N
oudelm

ann et G
illes Philippe, C

ham
pion, 

2004

）に「
ペ
ト
ル
マ
ン
」の
項
目
は
存
在
せ
ず
、「「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」」の
項
目
に
も
彼
女
へ
の
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。
編
年

体
で
改
め
て
刊
行
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
新
版『
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
』に
収
録
済
み
の「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」で
も
、
サ
ル
ト
ル
が
当
該

の
註
を
付
し
た
の
は「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
と
サ
ル
ト
ル
の
自
由
」を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
註
記
が
添
え
ら
れ
て
い
る
程
度

で
あ
る（Jean-Paul Sartre, Situations, II, nouvelle édition revue et augm

entée par A
rlette E

lkaïm
-Sartre, G

allim
ard, 2012, 

p. 454, note 13

を
参
照
）。

（
16
） 前
掲「
デ
カ
ル
ト
の
自
由
」、
二
三
二
頁
、
註
一
六
。
た
だ
し
こ
の「
疎
外
」に
関
し
て
は
、
サ
ル
ト
ル
に
則
し
て
も
っ
と
詳
し
く
見

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
ラ
ン
・
ル
ノ
ー『
サ
ル
ト
ル
、
最
後
の
哲
学
者
』（
水
野
浩
二
訳
、
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
九
五
年
）の
、
と
く
に
第
三
部
を
参
照
。

（
17
） 加
藤
周
一
は
初
出
が
一
九
五
六
年
の
文
章
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
ク
ス（
主
義
）受
容
と
い
う
文
脈
を
踏
ま
え
た
サ
ル
ト
ル

の
意
義
を
こ
ん
な
風
に
整
理
し
て
い
る
。「
サ
ル
ト
ル
と
は
、
要
す
る
に
伝
統
的
な
フ
ラ
ン
ス
思
想
と
ド
イ
ツ
歴
史
哲
学
と
の
最
初

の
大
が
か
り
な
対
決
で
あ
る
。
現
代
を
舞
台
と
し
た
デ
カ
ル
ト
と
マ
ル
ク
ス
と
の
対
決
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
の
内
側
か
ら

そ
の
哲
学
を
壊
し
て
ゆ
く
作
用
が
、
い
か
に
し
て
積
極
的
に
労
働
階
級
に
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、
思
想
的
・
実
践

的
な
実
験
で
も
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
を
内
側
か
ら
つ
き
崩
し
な
が
ら
、
或
は
拡
大
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
を
ど
こ
ま
で
包
括
で
き
る

か
と
い
う
問
題
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
」（
加
藤
周
一「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
新
し
い
現
実
と
の
対
決
」、『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精

神
』所
収
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
、
一
七
頁
）。
反
対
に
、「
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
」を
可
能
に
す
べ
く
そ
こ
か
ら
ど
う
し
て

も
排
除
し
て
お
く
必
要
の
あ
っ
た「
裏
切
り
」と
い
う
契
機
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て「
裏
切
る
ア
ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
の
た
め
に

―
サ
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ル
ト
ル
に
お
け
る
語
る（
性
的
）マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」（『
別
冊
水
声
通
信
　
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』所
収
、
水
声
社
、

二
〇
一
二
年
、
二
八
五
―
三
〇
九
頁
）で
前
景
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
18
） Le D

ualism
e dans l’histoire de la philosophie et des religions. Introduction à l’étude du dualism

e platonicien, du 
gnosticism

e et du m
anichéism

e, G
allim

ard, 1946, p. 111.

　
こ
れ
の
日
本
語
訳
は『
哲
学
史
お
よ
び
宗
教
史
に
お
け
る
二
元
論
』

（
神
谷
幹
夫
訳
、
私
家
版
、
一
九
八
五
年
）と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
一
部
は「
宗
教
的
二
元
論
」（
神
谷
幹
夫
訳
、『
現
代
思
想
』、

第
二
〇
巻
第
二
号
、
青
土
社
、
一
九
九
二
年
二
月
、
四
〇
―
四
五
頁
）と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
出
版
さ
れ
た
博
士
論
文
そ
の
も

の
の
翻
訳
は
、プ
ラ
ト
ン
に
関
す
る
部
分
が
割
愛
さ
れ
た
抄
訳
で
あ
る
が
、『
二
元
論
の
復
権

―
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
マ
ニ
教
』（
神

谷
幹
夫
訳
、
教
文
館
、
一
九
八
五
年
）が
そ
れ
に
当
た
る
。

（
19
） こ
こ
で
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
。
伊
原
木
大
祐『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
　
犠
牲
の
身
体
』、
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
、

三
四
―
三
五
頁
、
註
七
を
参
照
。
ま
た
鈴
木
泉「
囚
人
の
闘
争

―
空
白
の
デ
カ
ル
ト
倫
理
学
」（『
現
代
思
想
』、
第
一
八
巻
第
五
号
、

青
土
社
、
一
九
九
〇
年
五
月
、
一
五
五
―
一
六
四
頁
）も
参
照
。

（
20
） レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
一
九
八
二
年
の
サ
ブ
ラ
・
シ
ャ
テ
ィ
ー
ラ
で
の
大ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

量
殺
戮
を
受
け
て
の
問
い
か
け
、「
あ
な
た
は「
他
者
」の
哲
学

者
で
す
。
歴
史
と
は
、政
治
と
は
、他
な
ら
ぬ「
他
者
」と
出
会
う
場
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
と
っ
て
の「
他
者
」

と
は
、
何
よ
り
も
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
人
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」と
い
う
質
問
に
、「
私
の
他
者
の
定
義
は
ま
っ
た
く
異
な
り

ま
す
」と
即
答
し
て
い
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
直
接
に
名
指
す
こ
と
は
巧
妙
に
回
避
し
つ
つ
も
、
事
実
上
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
人
は
敵
で

あ
る
と
宣
言
し
て
い
る（
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
／
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト「
虐
殺
は
誰
の
責
任
か
　
イ
ス
ラ
エ

ル

―
倫
理
と
政
治
」、
内
田
樹
訳
、『
ユ
リ
イ
カ
』、
第
一
七
巻
第
八
号
、
青
土
社
、
一
九
八
五
年
八
月
、
一
二
六
―
一
二
七
頁
）。




