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一
九
七
五
年
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
は
「
エ
コ
ノ
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
題
す
る

論
考
を
発
表
す
る
。
そ
の
前
後
に
お
い
て
執
筆
さ
れ
た
「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」

（
一
九
七
四
／
七
八）

1
（

年
）
と
と
も
に
、そ
こ
で
彼
は
、カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』

の
読
解
を
試
み
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
年
の
一
二
月
に
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン

ト
が
急
逝
し
て
い
る
が
、
彼
女
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
は
、「
判
断
」
と
い
う

表
題
と
ふ
た
つ
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
み
を
記
す
一
枚
の
紙
が
残
さ
れ
て
い
た
、
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う）

2
（

。
現
在
、
私
た
ち
が
『
カ
ン
ト
政

治
哲
学
講
義
』
と
し
て
手
に
し
て
い
る
著
作
は
、
彼
女
が
一
九
七
〇
年
の
秋
に

ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
で
行
な
っ
た
講
義
録
で
あ
る
。奇
し
く
も
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
パ
リ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
あ
い
だ
）
の

至
近
に
お
い
て）

3
（

」、
ふ
た
り
の
ユ
ダ
ヤ
系
思
想
家
が
、
カ
ン
ト
第
三
の
批
判
書

と
向
き
合
っ
て
い
た
わ
け
だ
。

　

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
〇
年
後
の
一
九
九
七
年
四
月
に
、
デ
リ
ダ
は
パ
リ
の
国

際
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
行
な
わ
れ
た
講
演
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
〈
嘘
〉

に
つ
い
て
論
じ
た
ふ
た
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
あ
げ
、
や
や
時
間
を
割
い
て
こ

れ
ら
を
読
み
解
い
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
に
邦
訳
が
刊
行
さ
れ
た
『
嘘
の
歴
史

序
説
』
が
そ
の
講
演
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
の
彼
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
に

は
、「
現
代
の
政
治
の
嘘）

4
（

」
が
蔓
延
す
る
一
九
六
〇
年
代
半
ば
当
時
の
状
況
下

に
お
い
て
、
私
た
ち
の
「
内
な
る
羅
針
盤）

5
（

」
が
き
ち
ん
と
機
能
せ
ず
、「
方
向

感
覚
や
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚）

6
（

」
に
狂
い
が
生
じ
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
彼
女
の
危
機
感
（
こ
れ
は
、
彼
女
が
そ
の
全
生
涯
を
つ
う
じ
て
抱
え
込
ま

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
問
い
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
）
に
対
す
る
視
点
が
欠

け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
本
稿
が
デ
リ
ダ
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
に

対
し
て
も
つ
問
い
で
あ
る
。〈
感
覚
〉の
狂
い
に
対
す
る
彼
女
の
こ
の
畏
怖
は
、

「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
時
代）

7
（

」
と
も
言
わ
れ
る
現
在
、
私
た
ち
は
ど
う
真
実

と
嘘
と
を
見
分
け
た
ら
よ
い
の
か
、
つ
ま
り
は
的
確
な
判
断
を
く
だ
す
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
点
と
も
合
わ
さ
っ
て
、
い
ま
な
お
地
続
き
の
ま
ま

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
、
嘘
と
政
治
、
そ
し
て
感
覚
（
あ
る
い
は
判
断
）
と
い
う
主
題
を

め
ぐ
っ
て
、
デ
リ
ダ
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
両
者
が
、
ど
う
歩
調
を
合
わ
せ
、
ま
た

ど
こ
か
ら
そ
の
足
並
み
が
揃
わ
な
く
な
る
の
か
を
辿
り
跡
づ
け
る
と
と
も
に
、

ふ
た
り
に
は
カ
ン
ト
の
第
三
批
判
の
な
か
で
と
も
に
注
目
し
た
概
念
が
あ
っ
た

嘘
に 

と
り
憑
か
れ
た
政
治
と
〈
感
覚
〉
の
狂
い

―
デ
リ
ダ
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
カ
ン
ト
の
三
叉
路

―

三　
　

浦　
　

隆　
　

宏＊
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六
六

と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
三
人
の
思
考
が
交
錯
す
る
地
点
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

嘘
に
と
り
憑
か
れ
た
（
ア
ー
レ
ン
ト
の
）
政
治

　
『
嘘
の
歴
史 

序
説
』
の
結
論
を
示
し
て
ゆ
く
箇
所
に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
、ア
ー

レ
ン
ト
の「
政
治
に
お
け
る
嘘

―
国ペ
ン
タ
ゴ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
ズ

防
総
省
秘
密
報
告
書
に
つ
い
て
の
省
察
」

（
一
九
七
一
年
）
を
参
照
し
な
が
ら
、「
嘘
つ
き
と
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
す
ぐ

れ
て
『
行
動
の
人
〔hom

m
e d ’action

〕』
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、「
嘘

を
つ
く
こ
と
と
行
動
す
る
こ
と
、
政
治
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
〔
中
略
〕
と

の
あ
い
だ
に
は
、
本
質
的
な
類
似
性
の
よ
う
な
も
の
が
あ）

8
（

」
る
点
を
指
摘
し
て

い
る
。
嘘
と
活
動action

、
お
よ
び
政
治
と
の
「
否
定
し
が
た
い
類
似
性）

9
（

」
は

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
ア
ー
レ
ン
ト
が
そ
の
重
要
性
を
く
り

返
し
説
き
つ
づ
け
た
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
（
物
語
り
）」
に
も
、「
騙
り
」
の
要
素
は

つ
ね
に
ま
と
わ
り
つ
く
。「〈
語
る
〉
こ
と
は
〈
騙
る
〉
こ
と
に
通
じ
る
と
い
う

周
知
の
事
実）

10
（

」

―
こ
れ
は
、
デ
リ
ダ
も
引
い
て
い
る
彼
女
の
以
下
の
言
葉
が

示
す
と
お
り
で
あ
る
。

か
れ
〔
＝
嘘
を
語
る
者
〕
は
つ
ね
に
、
い
わ
ば
す
で
に
政
治
の
舞
台
の
真

中
に
い
る
と
い
う
大
き
な
利
点
を
も
つ
。
彼
は
本
性
上
行ア
　
　
ク
　
　
タ
　
　
ー

為
者
＝
俳
優
で

あ
る
。
か
れ
が
現
実
と
食
い
違
う
こ
と
を
い
う
の
は
、
物
事
が
現
実
に
そ

う
で
あ
る
の
と
は
別
様
に
な
る
の
を
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
は
世
界

を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
必
ず
し
も
真
理
を
語
る
わ
れ
わ
れ

の
能
力
で
は
な
く
、
嘘
を
語
る
わ
れ
わ
れ
の
能
力
こ
そ
、
人
間
の
自
由
を

確
認
す
る
数
少
な
い
、明
白
で
論
証
可
能
な
デ
ー
タ
の
一
つ
な
の
で
あ
る）

11
（

。

　
「
た
ん
に
事
実
を
語
る
だ
け
で
は
、
い
か
な
る
行
為
〔action

〕
も
惹
き
起
こ

さ
れ
な
い）

12
（

」
と
述
べ
る
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
嘘
と
は
つ
ま
り
、「
人
間
の

罪
深
さ
か
ら
何
ら
か
の
偶
然
で
政
治
に
紛
れ
込
ん
だ
の
で
は
な
い）

13
（

」の
で
あ
り
、

そ
れ
は
つ
ね
に
政
治
に「
と
り
憑
き
続
け
る）

14
（

」〈
亡
霊
〉の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

こ
の
こ
と
を
、
デ
リ
ダ
の
嘘
論
（
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
読
解
）
は
あ
ら
た
め

て
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　

と
は
い
え
、デ
リ
ダ
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
歩
調
が
合
う
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
に
は
、「
証
言
や
証
明
と
い
う
真
の

問
題
系
」
が
「
不
在
」
で
あ
る
と
し
、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
し
た
概
念
の
歴

史
に
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん）

15
（

」
と
断
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
嘘
論
が

一
九
九
四
年
度
の
社
会
科
学
高
等
研
究
院
で
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
「
責
任
の
問
い
Ⅳ

―
証
言
」
の
短
縮
版
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
た
し
か
に
彼
に
と
っ
て

は
〈
証
言
〉
こ
そ
が
、「
嘘
」
を
論
じ
る
さ
い
の
「
真
の
問
題
系
」
で
あ
り
、「
不

可
欠
な
論
点）

16
（

」
で
あ
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
逆
に
0

0

デ
リ
ダ
自
身
も
ア
ー
レ
ン
ト
の
嘘
論
に
お
け
る
「
真
の

問
題
系
」
を
見
逃
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
わ
れ
わ

れ
が
現
実
の
世
界
に
お
い
て
方
位
を
定
め
る
感
覚

―
真
理
対
虚
偽
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
こ
の
方
位
を
定
め
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
精
神
が
も
つ
手
段
の

一
つ
で
あ
る

―
が
破
壊
さ
れ
る
事
態
で
あ
る）

17
（

」
と
い
う
彼
女
の
認
識
に
ほ
か

な
ら
な
い）

18
（

。
二　

ア
ー
レ
ン
ト
が
嘘
論
で
問
題
に
し
て
い
た
こ
と

　

対
馬
美
千
子
は
、
そ
の
著
書
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト　

世
界
と
の
和
解
の

こ
こ
ろ
み
』
の
第
5
章
「
世
界
の
中
で
方
向
を
定
め
る
」
に
お
い
て
、
ア
ー
レ



嘘にとり憑かれた政治と〈感覚〉の狂い

六
七

ン
ト
の
「
真
理
と
政
治
」（
一
九
六
七
年
）
を
取
り
あ
げ
、デ
リ
ダ
と
同
様
に
「
現

代
の
政
治
の
嘘
」
と
「
伝
統
的
な
政
治
の
嘘
」
と
を
対
比
し
つ
つ
論
じ
て
ゆ
く

が
、
そ
の
さ
い
、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
、〔
中
略
〕
そ
の
帰
結
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

私
た
ち
が
現

実
世
界
の
中
で
『
方
向
を
定
め
る
感
覚
』
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る）
19
（

」と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、「
歴
史
の
書
き
換
え
、

イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
、
お
よ
び
実
際
の
統
治
政
策
に
お
い
て
明
白
と
な
っ
た
、
事

実
や
意
見
の
大
衆
操
作
と
い
う
比
較
的
最
近
の
現
象
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら

な
い）

20
（

」
の
は
、
な
に
よ
り
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
〈
感
覚）

21
（

〉
が
狂

わ
さ
れ
、
ひ
い
て
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
の

点
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
の
こ
の
問
題
意
識
は
、「
真

理
と
政
治
」
の
発
表
か
ら
半
世
紀
の
歳
月
が
た
っ
た
い
ま
も
そ
の
ま
ま
通
用
す

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
対
馬
は
「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」

と
い
う
語
の
流
行
を
予
見
す
る
か
の
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
分
析
は
、一
九
六
七
年
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、二
十
一
世
紀
に
入
っ

た
現
在
の
世
界
状
況
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
い
や
、あ
る
意
味
で
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
時
代
以
上
に
、
国
家
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
わ
た
っ

て
、
社
会
が
「
イ
メ
ー
ジ
の
呪
文
」
に
か
か
り
、「
方
向
を
定
め
る
感
覚
」

や
「
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚
」
の
基
盤
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、

現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
強
く
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る）

22
（

。

　

な
お
ア
ー
レ
ン
ト
そ
の
ひ
と
が
、「
真
理
と
政
治
」
に
か
ん
し
て
、「『
イ
ェ

ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（
一
九
六
三
年
）
出
版
後
の
い
わ
ゆ
る
論
争
を
機

縁
と
し
て
書
か
れ
た）

23
（

」と
註
記
し
て
は
い
る
も
の
の
、「
嘘
」に
つ
い
て
彼
女
は
、

す
で
に
一
九
五
一
年
刊
行
の
『
全
体
主
義
の
起
源
』
に
お
い
て
、「
プ
ロ
パ
ガ

ン
ダ
の
嘘）

24
（

」
や
「
全
体
主
義
の
奇
怪
な
嘘
八
百）

25
（

」
と
い
っ
た
語
彙
で
論
じ
て
い

た
こ
と
を
想
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
若
き
日
の
彼
女
は
こ
う
説
い
て
い
た

―
虚
構
の
世
界
を
築
く
に
は
嘘
に
頼
る
し
か
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

が
、
そ
の
世
界
を
確
実
に
維
持
す
る
に
は
、
嘘
は
す
ぐ
ば
れ
る
と
い
う
周

知
の
格
言
が
本
当
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
得
る
ほ
ど
の
緻
密
な
、
矛
盾
の

な
い
嘘
の
網
が
必
要
で
あ
る
。
全
体
主
義
組
織
で
は
、
嘘
は
構
造
的
に
組

織
自
体
の
中
に
、
そ
れ
も
段
階
的
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
貫

性
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、〔
以
下
略）

26
（

〕

　

こ
れ
ら
に
さ
ら
に
「
方
面
を
見
失
っ
て
い
る
大
衆）

27
（

」
と
い
う
言
葉
を
も
付
け

加
え
る
な
ら
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
真
理
と
政
治
」
で
問
題
と
し
て
い
た
こ
と

が
ら
は
、
彼
女
の
思
考
を
そ
の
初
期
か
ら
貫
く
「
真
の
問
題
系
」
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

―
「
わ
れ
わ
れ
の
方

向
感
覚
や
リ
ア
リ
テ
ィ
の
感
覚
に
と
っ
て
そ
の
支
え
と
な
る
何
も
か
も
が
揺
れ

動
く
経
験
は
、
全
体
主
義
の
支
配
下
に
あ
る
人
間
に
最
も
一
般
的
で
最
も
生
々

し
い
経
験
の
一
つ
で
あ
る）

28
（

」。「
バ
ラ
ン
ス
感
覚）

29
（

」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
る
と

は
い
え
、
デ
リ
ダ
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
こ
の
《sense

》
へ
の
問
い
を
、
そ
の
嘘

論
に
お
い
て
共
有
し
て
い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

三　

 

カ
ン
ト
と
の
向
き
合
い
方
に
お
け
る
、

デ
リ
ダ
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
違
い

　

さ
て
デ
リ
ダ
は
、
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
嘘
論
文
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
に
あ
た

り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
真
理
と
政
治
」
に
お
い
て
、「
カ
ン
ト
を
し
ば
し
ば
引
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六
八

用
す
る
も
の
の
」、「
こ
の
小
論
に
は
一
度
も
言
及
し
て
い）

30
（

」
な
い
こ
と
を
不
思

議
が
っ
て
い
る
が
、こ
れ
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、

こ
こ
に
こ
そ
、〈
嘘
〉
と
い
う
共
通
し
た
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
も
、
カ
ン
ト

に
対
す
る
向
き
合
い
方
と
い
う
点
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
両
者
の
相
違
点

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

デ
リ
ダ
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
嘘
や
誠
実
さ
の
義
務
に
つ
い
て
の
カ
ン

ト
の
規
定
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
、
あ
ま
り
に
も
命
令
的
で
無
条
件
的
に
み
え

る）
31
（

」
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
カ
ン
ト
は
真
実
性
を
形
式
的
で
絶
対

的
な
義
務
と
し
て
規
定
す
る）

32
（

」
こ
と
で
、「
嘘
を
無
条
件
的
に
追
放）

33
（

」
し
よ
う

と
し
た
わ
け
だ
。
な
ぜ
な
ら
、「
ご
く
さ
さ
や
か
な
嘘
」
で
す
ら
、
そ
れ
を
「
正

当
化
す
る
と
、
社
会
は
不
可
能
に
な
る
」
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
は
い
う
、「
彼
は
法
的
義
務

0

0

0

0

を
語
っ
て
い
て
、
倫
理
的
義
務

0

0

0

0

0

を
語
っ
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん）

34
（

」
と
。

　

同
様
と
も
言
え
る
指
摘
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
文
化
の
危
機

―
そ
の
社
会

的
・
政
治
的
意
義
」（
一
九
六
〇
年
）に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
こ
で
彼
女
は
、「『
判
断
力
批
判
』
の
う
ち
「
美
的
判
断
力
批
判
」
は
、
カ
ン

ト
の
政
治
哲
学
の
う
ち
で
、
お
そ
ら
く
は
最
も
偉
大
で
独
創
的
な
面
を
含
ん
で

い
る）

35
（

」
と
述
べ
、
そ
れ
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
、「
通
常
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学

と
見
な
さ
れ
て
い
る
著
作）

36
（

」
と
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
を
挙
げ
、「
立
法
の

原
理
は
、『
定
言
命
法
』

―
『
汝
の
行
為
の
原
理
が
普
遍
的
な
法
と
な
る
よ

う
に
つ
ね
に
行
為
せ
よ
』

―
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
理
は
自

ら
に
一
致
し
て
思
考
す
る
理
性
の
必
然
性
に
立
脚
し
て
い
る）

37
（

」
と
つ
づ
け
て
い

る
か
ら
だ）

38
（

。こ
の
よ
う
に
、「
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
は
明
ら
か
に
法
的
な
も
の
で
、

倫
理
的
な
も
の
で
は
な
く）

39
（

」、
そ
れ
ゆ
え
、「
真
理
と
政
治
」
を
は
じ
め
と
し
た

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
論
考
で
、
彼
女
が
着
目
す
る
カ
ン
ト
は
、「
真
実
性
＝

誠
実
性
の
原
則
が
道
徳
法
則
の
中
核
に
位
置
す
る）

40
（

」
カ
ン
ト
で
は
も
は
や
な
い
0

0

の
で
あ
る
。

残
念
な
特
徴
な
が
ら
、
こ
の
卓
越
し
た
意
味
で
の
政
治
能
力
は
、
カ
ン
ト

の
本
来
の
政
治
哲
学
で
あ
る
定
言
命
法
の
展
開
の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
何

の
役
割
も
占
め
な
い
で
い
る
。
と
い
う
の
も
定
言
命
法
が
妥
当
す
る
根
拠

は
、「
首
尾
一
貫
し
て
思
考
す
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
導
出
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
立
法
的
理
性
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
他
者
で
は
な
く

て
、自
己
矛
盾
し
な
い
自
己
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
、

カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
本
来
の
政
治
的
能
力
は
、立
法
的
能
力
で
は
な
く
、

判
断
力
で
あ
っ
て
、
こ
の
能
力
は
「
判
断
が
主
観
的
で
私
的
に
と
ど
ま
る

と
い
う
制
約
」
を
超
え
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
本
領
が
あ
る）

41
（

。

　
「
カ
ン
ト
の
書
か
れ
ざ
る
政
治
哲
学
を
論
じ
よ
う
と）

42
（

」、『
判
断
力
批
判
』
へ

と
向
か
う
ア
ー
レ
ン
ト
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
も

一
九
七
〇
年
代
中
盤
に
『
判
断
力
批
判
』
を
読
解
し
て
い
た
。
は
た
し
て
両
者

に
接
点
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

四　

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
『
判
断
力
批
判
』

　

二
〇
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
思
索
日
記
』（
こ
れ
は
一
九
五
〇
年
か
ら

七
三
年
に
か
け
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
い
わ
ば
月
報
の
か
た
ち
で
書
き
留
め
て
い

た
ノ
ー
ト
の
集
成
で
あ
る
）
に
よ
る
と
、
一
九
五
七
年
八
月
に
彼
女
が
『
判
断

力
批
判
』
を
集
中
的
に
読
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

43
（

。
ま
た
彼
女
の
急
死
が
そ

れ
を
阻
ん
だ
わ
け
で
あ
る
が
、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
に
つ
い
て
、

一
九
七
六
年
の
春
学
期
に
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
で
再
び
講
義
す
る
予
定
だ
っ
た）

44
（

」。
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六
九

す
な
わ
ち
、
彼
女
は
少
な
く
と
も
二
〇
年
弱
に
わ
た
っ
て
カ
ン
ト
第
三
の
批
判

書
を
読
み
解
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
女
の
第
三
批
判
解
釈
に
は
と

う
ぜ
ん
複
数
の
モ
テ
ィ
ー
フ
（
観
客
＝
観
察
者
、
構
想
力
、
共
通
感
覚
＝
共
同

体
感
覚
な
ど
）
の
存
在
が
見
受
け
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、「
範
例exam

ple

」
と

い
う
語
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、「
範
例
は
私
た
ち
を
導

き
案
内
す
る）

45
（

」
と
彼
女
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
判
断
を
く

だ
す
さ
い
の
助
け
と
な
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て『
判
断
力
批
判
』が
魅
力
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
映
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
こ
の
批
判
書
が
、「
特
殊
な
も
の
を
一
般
的
規
則
の

も
と
に
包
摂
す
る
」
規
定
的
判
断
力
と
は
区
別
さ
れ
た
、「
特
殊
な
も
の
か
ら

規
則
を
『
導
出
す
る
』」
）
46
（

反
省
的
判
断
力
を
扱
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い）
47
（

。
彼
女
は
い
う
、「
こ
の
反
省
的
判
断
力
は
普
遍
か
ら
個
別
へ
と
降
り
て
い

く
の
で
は
な
く
て
、『
個
別
か
ら
普
遍
へ
と
』昇
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、そ
の
際
、

ど
れ
に
で
も
当
て
は
ま
る
規
則
の
な
い
ま
ま
に
、
こ
れ
は
美
し
い
と
か
、
こ
れ

は
醜
い
と
か
、
こ
れ
は
正
し
い
と
か
、
こ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
か
を
決
め

て
い
く
の
で
あ
る）

48
（

」
と
。

　

で
は
、
い
か
に
し
て
特
殊
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
は
見
い
だ
さ
れ
る
の

か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
一
般
的
な
も
の
が

―
規
則
・
原
理
・
法
則
と
し
て

―
与
え
ら
れ
て
い
て
、
判
断
力
が
、
そ
の
一
般
的
な
も
の
を
包
摂
す
る
だ
け

で
よ
い
場
合）

49
（

」
と
は
違
っ
て
、「
特
殊
な
も
の
だ
け
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
判

断
力
が
特
殊
な
も
の
の
た
め
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
場

合）
50
（

」、
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
特
殊
な
も
の
〉
と
〈
普
遍
的
な
も
の
〉
は
結
合
し

う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
困
難
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
与
え
た
「
二
つ
の
全
く

異
な
る
解
決
」
の
う
ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
は
る
か
に
重
要
だ
」
と
見
な
し
た

の
が
、「
範
例
的
妥
当
性
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

51
（

。
な
ぜ
な
ら
、「
範
例
は
、

そ
れ
自
体
の
う
ち
に
概
念
ま
た
は
一
般
的
規
則
を
含
む
、
あ
る
い
は
含
む
も
の

と
想
定
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
も
の
で
あ）

52
（

」
り
、
そ
れ
は
「
そ
の
ま
さ
に
特
殊
性

に
お
い
て
、
他
の
仕
方
で
は
明
ら
か
に
し
え
ぬ
よ
う
な
普
遍
性
を
顕
わ
に
す
る

特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
り
続
け
る）

53
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
判
断
力
は
、
範
例
が
正
し
く
選
ば
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
範
例
的
妥
当
性
を

有
す
る）

54
（

」

―
こ
う
彼
女
は
一
九
七
〇
年
の
カ
ン
ト
講
義
、
お
よ
び
セ
ミ
ナ
ー

に
お
い
て
述
べ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
の
範
例
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

彼
女
の
思
考
に
お
い
て
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
断
片
的
な
言

及
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

五　

デ
リ
ダ
に
と
っ
て
の
『
判
断
力
批
判
』

　

い
っ
ぽ
う
、
デ
リ
ダ
も
「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」
に
お
い
て
、「
反
省
的
判
断
力
と

規
定
的
判
断
力
と
の
区
別
は
、〔
中
略
〕
こ
の
書
物
〔
＝
『
判
断
力
批
判
』〕
の

内
部
の
あ
ら
ゆ
る
区
分
づ
け
を
見
張
っ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
反
省
的

0

0

0

（reflectirend

）
判
断
力
は
特
殊
な
も
の
を
し
か
随
意
に
せ
ず
、
普
遍
性
の
方

へ
向
か
っ
て
さ
か
の
ぼ
り
、
立
ち
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
こ

で
は
事
例
〔l ’exam

ple

〕（
こ
れ
が
、
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な

の
で
あ
る
）
が
法
則
よ
り
も
先
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
事
例
が
そ

の
法
則
を
、
そ
れ
の
範
例
的
〔d ’exam

ple

〕
な
唯
一
性
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

発
見
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
の
で
あ
る）

55
（

」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
第
三
批
判

の
読
解
を
始
め
て
い
た
。
青
柳
悦
子
が
そ
の
著
書
『
デ
リ
ダ
で
読
む
『
千
夜
一

夜
』　

文
学
と
範
例
性
』
の
序
章
に
お
い
て
、
先
行
研
究
と
し
て
参
照
す
る
イ

レ
ー
ヌ
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
る
と
、
デ
リ
ダ
は
「『
特
殊
』
と
『
普
遍
』
と
の

関
係
を
め
ぐ
る
問
題
を
彼
の
哲
学
の
根
底
に
据
え
て
い
た）

56
（

」と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
青
柳
は
、
デ
リ
ダ
の
「
範
例
性
」
に
か
ん
す
る
一
連
の
思
考
を
、
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七
〇

「
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
『
例exam

ple

』
と
い
う
概
念
＝
存
在
様
態
へ
の
関
心
」

で
あ
る
第
一
段
階
、「
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
へ
か
け
て
の
『
模エ
グ
ザ
ン

範
的
／プ

例レ
ー
ル的exam

plaire

』
な
あ
り
方
」
に
注
目
す
る
第
二
段
階
、
そ
し
て
「
九
〇
年

代
以
降
の
『
範
例
性exam

plarité

』
の
議
論
の
展
開
」
で
あ
る
第
三
段
階
へ
と
、

時
系
列
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え）

57
（

、
そ
の
変
遷
と
お
の
お
の
の

段
階
で
の
デ
リ
ダ
の
議
論
を
詳
細
に
辿
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、「
パ

レ
ル
ゴ
ン
」
や
「
エ
コ
ノ
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
そ
の
第
二
段
階
に
属
す
る
も
の
と

言
え
よ
う
。
じ
っ
さ
い
、「
エ
コ
ノ
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
、「
口

例
性
」
や
「
範
例
的
口
唇
性
」
と
い
う
語
を
造
り
だ
す
こ
と
で
、「『
範
例
』
と

『
口
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
執
拗
に
論
じ
て
い
た）

58
（

」。
つ
ま
り
彼
は
、
カ
ン
ト
が

鳥
の
さ
え
ず
り
や
食
事
に
飲
食
と
い
っ
た
、
口
に
関
わ
る
例
に
た
び
た
び
言
及

し
て
い
る
点
に
着
目
し
つ
つ）

59
（

、
ま
た
口
と
い
う
器
官
を
、「
理
性
で
あ
り
言パ
ロ
ー
ル葉

で
あ
る
ロ
ゴ
ス
」
の
河
口
と
し
て
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
、
そ
の
論
考
に
お
い
て
、

「
自
然
は
天
才
に
口
述
す
る）

60
（

」
の
で
あ
り
、
詩
と
は
「
あ
た
か
も
自
然
の
口
を

通
じ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詩
人
の
口
を
通
し
て
語
る
も
の）

61
（

」
で
あ
る
と
書
い

て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
口
、
そ
れ
が
「
嘘
」
と
も
強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
た
器

官
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

六　

デ
リ
ダ
と
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
「
範
例
」

　

嘘
を
め
ぐ
っ
て
交
差
し
て
い
た
三
人
（
と
は
い
え
カ
ン
ト
へ
の
向
き
合
い
方

と
い
う
点
で
、
デ
リ
ダ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
異
な
っ
て
い
た
）
は
、
こ
の
よ
う
に

私
た
ち
が
判
断
を
く
だ
す
さ
い
の「
歩
行
器）

62
（

」で
あ
る
範
例
に
お
い
て
も
交
わ
っ

て
い
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
範
例
」
の
概
念
そ
の
も
の
に
取
り
組
ん
だ
の
は
晩

年
の
一
時
期
で
あ
っ
た
も
の
の
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
思
想
の
根
幹
に

か
か
わ
る）

63
（

」
も
の
で
あ
り
、「
例
」、「
模
範
的
／
例
的
」、「
範
例
性
」
へ
と
順

に
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
概
念
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
が
「
範
例
」
の
考
察
を
行
な
っ
た
の
が
一
時
期
（
断
片
的
）
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
私
た
ち
は
彼
女
の
叙
述
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
、
効
果

的
な
範
例
、
例
の
使
用
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
彼
女
は
『
人
間

の
条
件
』
の
第
27
節
で
は
、「
ア
キ
レ
ウ
ス
の
物
語
に
は
規
範
に
な
る
意
味

〔paradigm
atic significance

〕
が
含
ま
れ
て
い
る）

64
（

」
と
述
べ
、
同
じ
『
人
間
の

条
件
』
や
論
考
「
自
由
と
は
何
か
」
で
は
、「
ま
さ
し
く
か
つ
て
の
ギ
リ
シ
ア
・

ポ
リ
ス
は
、
行
為
〔action

〕
を
可
能
と
さ
せ
る
現
わ
れ
の
空
間
、
自
由
が
現

わ
れ
う
る
或
る
種
の
劇
場
を
人
び
と
に
提
供
し
た
『
統
治
形
態
』
で
あ
っ
た）

65
（

」

と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
独
立

革
命
や
古
代
ロ
ー
マ
の
共
和
政
が
そ
う
で
あ
ろ
う
し
、『
全
体
主
義
の
起
源
』

で
の
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
や
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
『
闇
の
奥
』
を
挙
げ
て
も
よ
い
。

「
思
考
」
や
「
道
徳
性
」
を
考
察
す
る
さ
い
に
は
、「
私
が
モ
デ
ル
と
し
て
考
え

て
い
る
人
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
す）

66
（

」と
述
べ
、再
三
彼
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
。

そ
し
て
、も
ち
ろ
ん
『
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
』
で
の
ラ
ー
エ
ル）

67
（

や
、

あ
る
い
は
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
で
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
忘
れ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
範
例
」
が
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
意
識
的
に
も
ち
い
ら
れ
、デ
リ
ダ
に
と
っ

て
は
「
思
想
の
根
幹
に
か
か
わ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由

を
考
察
す
る
の
は
本
稿
の
手
に
余
る
た
め
、
宙
づ
り
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

ふ
た
り
の
ユ
ダ
ヤ
系
思
想
家
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
カ
ン
ト
第
三
の
批
判
書
を

読
み
解
く
な
か
で
「
範
例
」
と
い
う
語
に
着
目
し
て
い
た
の
は
、
偶
然
の
一
致

と
し
て
済
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
も
す
る）

68
（

。
ち
な
み
に
ア
ー

レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
講
義
以
前
に
、
範
例
を
〈
活
動
を
鼓
舞
す
る
も
の
〉
と
し
て

捉
え
る
見
方
を
示
し
て
い
た
が）

69
（

、
そ
れ
は
デ
リ
ダ
が
「
嘘
」
に
つ
い
て
考
察
す
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る
さ
い
に
特
権
的
に
扱
っ
て
い
た
テ
ク
ス
ト
、「
真
理
と
政
治
」
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。

註（
1
） 

こ
の
論
考
は
、
最
初
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
一
九
七
四
年
に
雑
誌
『
デ
ィ
ア
グ

ラ
フ
』
で
発
表
さ
れ
、
大
幅
な
加
筆
が
施
さ
れ
た
う
え
で
、
一
九
七
八
年
刊
行

の
『
絵
画
に
お
け
る
真
理
』
に
第
一
論
文
と
し
て
収
め
ら
れ
た
。

（
2
） 

最
近
出
版
さ
れ
た
『
ア
ー
レ
ン
ト　

最
後
の
言
葉
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、

二
〇
一
七
年
）
に
お
い
て
、
小
森
謙
一
郎
が
あ
ら
た
め
て
こ
の
こ
と
に
着
目
し

た
う
え
で
、
秀
逸
な
ア
ー
レ
ン
ト
論
を
書
き
起
こ
し
て
い
る
。

（
3
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
嘘
の
歴
史 
序
説
』（
西
山
雄
二
訳
）
未
来
社
、

二
〇
一
七
年
、
四
三
頁
。

（
4
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』（
引
田
隆
也
・

齋
藤
純
一
訳
）
所
収
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
、
三
四
三
頁
。

（
5
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
「
理
解
と
政
治
」、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
2

―
理
解
と
政
治
』（
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
矢
野
久
美
子
訳
）
所
収
、
み

す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
二
頁
。

（
6
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、
三
五
二
頁
。

（
7
） 

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。「
英
語
辞
典
を
発
行
す
る
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版
局
は
、
２
０
１
６
年
の
言
葉
に
『PO

ST-TR
U

TH
（
ポ
ス

ト
真
実
）』
を
選
び
ま
し
た
。『
真
実
が
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
時
代
』
と
で
も

訳
せ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
英
国
の
E 

U
離
脱
を
巡
る

国
民
投
票
や
米
国
の
大
統
領
選
挙
で
、
不
正
確
な
情
報
に
基
づ
い
た
宣
伝
や
、

人
々
の
感
情
を
煽
り
立
て
る
よ
う
な
デ
マ
が
政
治
で
決
定
的
な
力
を
持
っ
た
こ

と
を
踏
ま
え
た
言
葉
で
す
」。
松
林
薫『「
ポ
ス
ト
真
実
」時
代
の
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー

ス
の
読
み
方
』
晶
文
社
、
二
〇
一
七
年
、
四
頁
。

（
8
） 

デ
リ
ダ
、前
掲
書
、八
五
頁
。〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
。
以
下
同
様
。

（
9
） 

同
書
、
八
六
頁
。
な
お
こ
の
言
葉
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
10
） 

坂
部
恵
『
か
た
り

―
物
語
の
文
法
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、

四
六
―
四
七
頁
。

（
11
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、
三
四
一
頁
。

（
12
） 

同
書
、
三
四
二
頁
。

（
13
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
「
政
治
に
お
け
る
嘘

―
国ペ
ン
タ
ゴ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
ズ

防
総
省
秘
密
報
告
書
に

つ
い
て
の
省
察
」、『
暴
力
に
つ
い
て　

共
和
国
の
危
機
』（
山
田
正
行
訳
）所
収
、

二
〇
〇
〇
年
、
四
頁
。

（
14
） 

デ
リ
ダ
、
前
掲
書
、
四
二
頁
。

（
15
） 

同
書
、
八
七
頁
。

（
16
） 

同
書
、
七
五
頁
。

（
17
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、
三
五
〇
―
三
五
一
頁
。

（
18
） 

デ
リ
ダ
が
そ
の
嘘
論
で
見
過
ご
し
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ほ
か
に

「
嘘
の
自
白
」を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
浜
田
寿
美
男
は『
自

白
の
心
理
学
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
一
年
）
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
「
う

そ
の
自
白
の
謎
」
を
問
う
て
い
る
。「
う
そ
の
自
白
は
自
分
の
利
益
に
な
ら
な

い
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
自
分
を
悲
惨
な
状
況
に
追
い
こ
む
。
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
て
、
そ
れ
で
も
人
は
そ
の
う
そ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
容
易
に
は
信
じ
が
た

い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
例
外
と
は
い
え
な
い
人
間
の
現
実

な
の
で
あ
る
」（
二
一
頁
）。

（
19
） 

対
馬
美
千
子
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト　

世
界
と
の
和
解
の
こ
こ
ろ
み
』
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
二
二
二
頁
。
強
調
は
引
用
者
。

（
20
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、
三
四
三
頁
。

（
21
） 

「
西
欧
語
の
セ
ン
ス
が
『
感
覚
』
と
『
意
味
』
と
い
う
意
味
を
あ
わ
せ
も
っ

て
い
る
こ
と
に
は
、
深
い
意
味
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
のsens

は
さ
ら
に
『
方
向
』
と
い
う
意
味
も
あ
わ
せ
も
つ
」。
鷲
田
清
一
『
感
覚
の
幽

い
風
景
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
八
頁
。

（
22
） 
対
馬
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。
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（
23
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、
三
〇
九
頁
。

（
24
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
新
版　

全
体
主
義
の
起
源
3 

全
体
主
義
』（
大
久

保
和
郎
・
大
島
か
お
り
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
一
〇
六
頁
。

（
25
） 
同
書
、
一
三
九
頁
。

（
26
） 
同
書
、
一
三
七
―
一
三
八
頁
。

（
27
） 

同
書
、
一
三
六
頁
。

（
28
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、
三
五
二
頁
。
な
お
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ

て
こ
の
方
向
感
覚
の
喪
失
へ
の
問
い
は
、
彼
女
の
哲
学
者
批
判
と
も
関
わ
っ
て

く
る
。
た
と
え
ば
彼
女
は
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
有
名
な
「
洞
窟
の
寓
話
」
に
ふ
れ

て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
洞
窟
の
壁
に
映
る
影
絵
に
慣
れ
た
目
は
、

洞
窟
の
後
部
の
炎
で
く
ら
ま
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
工
的
な
炎
の
薄
明
か
り
に

慣
れ
た
目
は
、
太
陽
の
光
で
く
ら
ま
さ
れ
る
。
し
か
し
最
悪
な
の
は
、
イ
デ
ア

の
空
の
下
で
の
眩
し
い
光
に
一
度
は
慣
れ
た
目
の
持
ち
主
た
ち
を
襲
う
、
方
向

性
の
喪
失
で
あ
る
。
い
ま
や
彼
ら
は
洞
窟
の
闇
の
中
で
自
分
の
道
を
探
さ
ね
ば

な
ら
な
い
の
だ
。
ど
う
し
て
哲
学
者
た
ち
は
自
分
に
と
っ
て
何
が
善
で
あ
る
の

か
分
か
ら
な
い
の
か

―
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
が
人
間
的
事
象
か
ら

疎
外
さ
れ
る
に
至
る
の
か

―
そ
れ
は
こ
の
寓
話
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
。
つ

ま
り
彼
ら
は
洞
窟
の
闇
の
中
で
も
は
や
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
方
向
感
覚
を
失

い
、
共コ

モ

ン

セ

ン

ス

通
感
覚
＝
常
識
を
喪
失
し
て
い
る
の
だ
。
戻
っ
て
き
た
哲
学
者
が
洞
窟

の
住
人
た
ち
に
自
分
が
洞
窟
の
外
で
見
て
き
た
も
の
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、

彼
の
言
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
洞
窟
の
住
人
ら
に
と
っ

て
、哲
学
者
が
何
を
語
ろ
う
と
、そ
れ
は
ま
る
で
世
界
が
『
あ
べ
こ
べ
に
な
っ
た
』

（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
よ
う
に
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
の
だ
。
帰
還
し
た
哲
学
者
は
危

機
に
瀕
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
す
べ
て
の
人
々
に
共
通
な
世
界
で
自
ら
を
方

向
付
け
る
の
に
必
要
な
共
通
感
覚
を
喪
失
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

彼
が
抱
い
て
い
る
考
え
は
、
世
界
の
常
識
に
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
政
治
の
約
束
』（
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
コ
ー
ン
編
／
高
橋

勇
夫
訳
）、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
六
〇
頁
。

（
29
） 

デ
リ
ダ
、
前
掲
書
、
六
四
頁
。

（
30
） 

同
書
、
三
八
頁
。

（
31
） 

同
前
。

（
32
） 

同
書
、
三
九
頁
。

（
33
） 

同
書
、
四
一
頁
。

（
34
） 

同
書
、
三
九
頁
。
強
調
は
原
文
。

（
35
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
文
化
の
危
機

―
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
意
義
」、『
過
去
と

未
来
の
間
』
所
収
、
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
36
） 

同
書
、
二
九
七
頁
。

（
37
） 

同
前
。

（
38
） 

宮
崎
裕
助『
判
断
と
崇
高

―
カ
ン
ト
美
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』知
泉
書
館
、

二
〇
〇
九
年
、
一
七
六
―
一
七
九
頁
も
参
照
。
な
お
ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
の
く
だ

り
で
例
と
し
て
出
す
の
は
「
嘘
」
で
な
く
「
泥
棒
」
で
あ
る
が
、
一
九
六
五
年

の
講
義
「
道
徳
哲
学
の
諸
問
題
」
や
一
九
七
〇
年
の
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
』

で
は
「
嘘
」
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
「
道
徳
哲
学
の
い
く

つ
か
の
問
題
」、『
責
任
と
判
断
』（
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
コ
ー
ン
編
／
中
山
元
訳
）

所
収
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
一
〇
四
―
一
〇
五
頁
、
お
よ
び
ア
ー

レ
ン
ト
『
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』（
仲
正
昌
樹
訳
）、
明
月
堂
書
店
、

二
〇
〇
九
年
、
三
五
頁
。

（
39
） 

デ
リ
ダ
、
前
掲
書
、
三
九
頁
。

（
40
） 

中
島
義
道
『
悪
に
つ
い
て
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五
年
、
九
三
頁
。

（
41
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
政
治
と
は
何
か
』（
佐
藤
和
夫
訳
）、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年
、
八
二
頁
。
な
お
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
に
「
カ
ン
ト

の
真
の
政
治
哲
学
」
を
読
み
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
五
七
年
八
月
に

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
新
著
『
大
哲
学
者
た
ち
』
を
読
ん
だ
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て

い
る
。
Ｌ
・
ケ
ー
ラ
ー
／
Ｈ
・
ザ
ー
ナ
ー
編
『
ア
ー
レ
ン
ト
＝
ヤ
ス
パ
ー
ス
往

復
書
簡
2
』（
大
島
か
お
り
訳
）、み
す
ず
書
房
、二
〇
〇
四
年
、一
〇
四
頁
参
照
。

（
42
） 
ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
三
八
頁
。
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（
43
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
思
索
日
記
Ⅱ　

1953

―1973

』（
青
木
隆
嘉
訳
）、

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
五
―
一
七
二
頁
。

（
44
） 
ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
八
頁
。

（
45
） 
同
書
、
一
七
〇
頁
。

（
46
） 
ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
一
六
九
頁
。

（
47
） 

反
省
的
判
断
力
へ
の
着
眼
は
、
一
九
五
七
年
八
月
の
時
点
か
ら
す
で
に
認
め

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
以
下
の
記
述
を
参
照
。「
判
断
力
は
…
…
特
殊
な
も
の
を

普
遍
的
な
も
の
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
能
力
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も

の
が
…
…
与
え
ら
れ
れ
ば
、
特
殊
な
も
の
を
そ
の
も
と
に
包
摂
す
る
判
断
力
は

…
…
規
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
殊
な
も
の
し
か
存
在
せ
ず
、
判
断
力
が
普

遍
的
な
も
の
を
見
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
判
断
力
は
単
に
﹇
!!!
﹈

反
省
的
で
あ
る
」。
ア
ー
レ
ン
ト
、『
思
索
日
記
Ⅱ　

1953

―1973

』、一
五
九
頁
。

（
48
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト『
精
神
の
生
活（
上
）第
一
部 

思
考
』（
佐
藤
和
夫
訳
）、

岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
八
二
頁
。

（
49
） 

ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
一
四
〇
頁
。

（
50
） 

同
前
。
こ
の
箇
所
は
、『
判
断
力
批
判
』
序
論
第
Ⅳ
節
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
51
） 

同
書
、
一
四
一
頁
。

（
52
） 

同
書
、
一
七
〇
頁
。

（
53
） 

同
書
、
一
四
二
頁
。

（
54
） 

同
書
、
一
七
〇
頁
。

（
55
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
パ
レ
ル
ゴ
ン
」、『
絵
画
に
お
け
る
真
理 
上
』（
高
橋

允
昭
／
阿
部
宏
慈
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
、
八
四
頁
。

（
56
） 

青
柳
悦
子
『
デ
リ
ダ
で
読
む
『
千
夜
一
夜
』
文
学
と
範
例
性
』
新
曜
社
、

二
〇
〇
九
年
、
一
九
頁
。

（
57
） 

同
書
、
三
三
頁
。

（
58
） 

田
島
樹
里
奈
「
デ
リ
ダ
の
趣
味
判
断
批
判
に
お
け
る
「
ア
レ
ル
ギ
ー
」
と
「
吐

き
気
」
の
問
題　

カ
ン
ト
『
人
間
学
』
と
五
感
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」、
法
政
大

学
国
際
文
化
学
部
紀
要
『
異
文
化
』
一
七
号
、
二
九
四
頁
。

（
59
） 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ『
エ
コ
ノ
ミ
メ
ー
シ
ス
』（
湯
浅
博
雄
・
小
森
謙
一
郎
訳
）、

未
来
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
一
頁
。

（
60
） 

同
書
、
四
九
頁
。

（
61
） 

同
書
、
六
一
頁
。

（
62
） 

ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳 

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
一
四
一
、一
七
〇
頁
。

（
63
） 

青
柳
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。

（
64
） 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
志
水
速
雄
訳
）『
人
間
の
条
件
』（
志
水
速
雄
訳
）、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
、
三
一
三
頁
。

（
65
） 

ア
ー
レ
ン
ト
「
自
由
と
は
何
か
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』
所
収
、二
〇
八
頁
。

（
66
） 

ア
レ
ン
ト
「
思
考
と
道
徳
の
問
題

―
W
・
H
・
オ
ー
デ
ン
に
捧
げ
る
」、『
責

任
と
判
断
』
所
収
、
三
一
〇
頁

（
67
） 

た
と
え
ば
対
馬
美
千
子
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「『
範
例
』
は
そ
の
特
殊
性
を

保
持
し
つ
つ
普
遍
性
を
開
示
す
る
性
質
を
も
つ
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う

な
意
味
で
の
『
範
例
』
と
し
て
ラ
ー
エ
ル
の
人
生
を
世
界
に
差
し
出
そ
う
と
し

た
の
だ
が
、こ
の
試
み
を
可
能
に
す
る
の
は
哲
学
の
抽
象
的
な
言
語
で
は
な
く
、

伝
記
で
あ
る
と
考
え
た
。
伝
記
の
み
が
、個
人
的
な
特
殊
性
を
保
持
し
な
が
ら
、

そ
の
普
遍
性
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
の
抽
象
的
な
言
語
は
、
普
遍

性
に
到
達
す
る
際
に
、
特
殊
性
を
切
り
は
な
し
て
し
ま
う
。
ラ
ー
エ
ル
の
人
生

を
範
例
と
し
て
描
く
ア
ー
レ
ン
ト
の
試
み
は
、
こ
う
し
た
彼
女
の
言
語
観
を
反

映
し
て
い
る
。
言
語
は
個
別
的
な
も
の
を
、
そ
の
個
別
的
な
も
の
を
保
存
し
な

が
ら
普
遍
性
に
お
い
て
語
る
力
を
も
つ
の
で
あ
り
、『
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン

ハ
ー
ゲ
ン
』
は
ま
さ
に
こ
の
言
語
観
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
」（
対

馬
、
前
掲
書
、
八
二
頁
）。
ア
ー
レ
ン
ト
に
は
『
暗
い
時
代
の
人
び
と
』
と
い

う
著
作
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
女
が
試
み
て
い
た
こ
と
も
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
ブ
ロ
ッ
ホ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
い
っ
た
、

彼
女
の
特
殊
な
同
時
代
人
ら
を
範
例
に
し
て
、
普
遍
的
な
《
暗
い
時
代
の
人
び

と
》
を
開
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
68
） 
も
っ
と
も
、
宮
崎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
判
断
の
ア
ポ
リ
ア
」
が
「
反
省
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七
四

的
判
断
力
の
困
難
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
」、
そ
し
て
そ
の
困
難
と
は
、

「
各
々
に
個
別
的
な
ケ
ー
ス
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
れ
を
包
括
し
規
定
す
べ
き
一

般
的
な
法
則
が
な
い
」こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、そ
の「
個
別
的
な
ケ
ー
ス
」

と
し
て
の
「
範
例
」
の
概
念
が
、
第
三
批
判
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、

し
た
が
っ
て
両
者
が
と
も
に
こ
の
語
に
着
目
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
言
え

る
。
宮
崎
、
前
掲
書
、
六
八
頁
参
照
。

（
69
） 

「
こ
の
範
例
に
よ
る
教
え
こ
そ
は
、
哲
学
の
真
理
が
濫
用
や
歪
曲
な
し
に
果

た
し
う
る
唯
一
の
『
説
得
』
の
形
式
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
哲
学
の
真
理
が
範
例

と
い
う
形
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
、
哲
学
の
真
理
は
『
実

践
的
』
と
な
り
、
政
治
の
領
域
の
規
則
を
犯
さ
ず
に
行
為
を
鼓
舞
〔inspire 

action

〕
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
倫
理
的
原
理
が
妥
当
性
を
獲
得
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
確
証
さ
れ
る
唯
一
の
機
会
で
あ
る
」。
ア
ー
レ
ン
ト
「
真
理
と
政
治
」、

三
三
七
頁
。

付
記

　

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
二
三
日
に
新
潟
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
二
六
回
新
潟

哲
学
思
想
セ
ミ
ナ
ー
「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
時
代
に
お
け
る
『
嘘
の
歴
史
』

―

ア
ー
レ
ン
ト
と
デ
リ
ダ
か
ら
出
発
し
て
」
に
お
い
て
口
頭
発
表
さ
れ
た
も
の
に
も
と

づ
い
て
い
る
。
発
表
の
機
会
を
与
え
っ
て
く
だ
さ
っ
た
西
山
雄
二
さ
ん
、
宮
崎
裕
助

さ
ん
、
阿
部
里
加
さ
ん
に
感
謝
し
ま
す
。
ま
た
、
本
稿
は
J
S
P
S
科
研
費　

JP17K
02191

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。

＊　

人
間
関
係
学
部　

心
理
学
科


