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1　 アルトゥール・カウフマンの「消極的功利主義」（峯　健吾）

ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
消
極
的
功
利
主
義
」

―
そ
の
射
程
と
寛
容
論
と
の
関
連
性
―

峯

　

健

吾

一　

は
じ
め
に

二　

積
極
的
功
利
主
義
へ
の
批
判
と
消
極
的
功
利
主
義

三　

能
動
的
な
寛
容
と
消
極
的
功
利
主
義

四　

消
極
的
功
利
主
義
に
お
け
る
不
幸
へ
の
注
目

五　

お
わ
り
に
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一　

は
じ
め
に

H
andle so, dass die Folgen deiner H

andlung verträglich sind m
it der grösstm

öglichen Verm
eidung oder Verm

inderung 

m
enschlichen E

lends

（
汝
の
行
為
の
諸
帰
結
が
人
間
の
苦
難
を
最
大
限
回
避
し
、
又
は
削
減
す
る
こ
と
と
折
り
合
う
よ
う
に
行
為
せ
よ
）.

こ
れ
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
の
法
学
者
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（A

rthur K
aufm

ann

：1923 -2001

）
の
主
著
で
あ
る

『
法
哲
学
（R

echtsphilosophie
）』
の
最
後
を
締
め
括
っ
て
い
る
命
法
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
命
法
に
従
う
姿
勢
を
「
消
極
的

功
利
主
義
（N

egativer U
tilitarism

us
）」
と
呼
び
、
制
定
法
の
適
用
や
解
釈
の
際
に
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
「
法
の
一
般
的
原
理
」
の
一
つ
と

し
て
加
え
、
消
極
的
功
利
主
義
こ
そ
が
自
ら
の
法
学
の
学
問
的
な
主
要
テ
ー
マ
な
の
だ
と
位
置
づ
け
、
殊
更
に
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、

彼
の
『
法
哲
学
』
自
体
も
、「
法
存
在
論
」
や
「
責
任
原
理
」、「
法
解
釈
学
」
な
ど
と
い
っ
た
自
身
の
従
来
の
個
別
の
法
理
論
が
そ
れ
ぞ

れ
の
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
が
ら
、
最
終
章
で
消
極
的
功
利
主
義
に
収
斂
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
消

極
的
功
利
主
義
と
い
う
法
原
理
は
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
を
理
解
す
る
上
で
の
最
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
彼
の
展
開
し
た
個
別

的
な
理
論
の
底
流
に
は
消
極
的
功
利
主
義
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ウ
フ
マ
ン
の
個
々
の
議
論
は
、
刑
法
の
問
題

に
触
れ
る
内
容
が
多
い
が
、
人
工
妊
娠
中
絶
や
安
楽
死
、
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
な
ど
に
関
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
で

あ
り
、
ア
ポ
リ
ア
を
抱
え
続
け
て
い
る
問
題
を
取
り
扱
っ
て
お
り
、
法
学
や
倫
理
学
に
お
け
る
正
義
論
に
対
し
て
現
実
的
な
具
体
事
例

の
取
り
扱
い
を
視
野
に
入
れ
た
重
要
な
示
唆
を
与
え
う
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
議
論
の
底
流
を
流
れ
る
消
極

的
功
利
主
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
思
想
史
的
な
解
明
の
み
な
ら
ず
、
現
代
正
義
論
に
と
っ
て
十
分
な
価
値
を
持
つ
と
言
え
よ
う
。

（
１
）

（
2
）
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ま
た
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
消
極
的
功
利
主
義
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な

か
っ
た
も
の
の
、「
消
極
的
功
利
主
義
」
自
体
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
視
点
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
で
も
見
当

た
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
法
的
に
自
由
な
空
間
」
や
「
寛
容
」、「
関
係
的
人
格
」
な
ど
の
諸
理
論
を
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら

の
諸
理
論
と
消
極
的
功
利
主
義
の
関
連
性
を
指
摘
す
る
論
考
は
存
在
し
て
お
り
、
消
極
的
功
利
主
義
が
カ
ウ
フ
マ
ン
研
究
に
お
い
て
重

要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
消
極
的
功
利
主
義
を
主
題
と
し
た
カ
ウ
フ
マ

ン
の
法
哲
学
の
再
整
理
の
欠
如
は
、
彼
の
展
開
し
た
法
理
論
へ
の
評
価
を
行
う
土
壌
が
十
分
に
醸
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
筆
者
の
問
題
関
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
、
消
極
的
功
利

主
義
を
主
題
と
し
た
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
の
再
整
理
の
第
一
歩
と
し
て
、
消
極
的
功
利
主
義
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
、
カ
ウ
フ

マ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
参
照
し
、
概
観
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

加
え
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
逝
去
後
十
年
以
上
が
経
過
し
た
後
に
も
、
消
極
的
功
利
主
義
に
触
れ
る
カ
ウ
フ
マ
ン
研
究
は
あ
っ
て
も
、

消
極
的
功
利
主
義
を
主
題
と
し
た
彼
に
関
す
る
研
究
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
理
由
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ

の
理
由
に
は
、
消
極
的
功
利
主
義

4

4

4

4

と
い
う
名
称
に
難
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
責
任
原
理
や
法
存
在
論
と
い
っ
た

規
範
主
義
的
要
素
の
強
い
主
張
を
持
論
と
す
る
カ
ウ
フ
マ
ン
が
、
功
利
主
義
と
い
っ
た
機
能
主
義
的
要
素
の
強
い
用
語
を
使
っ
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
違
和
感
で
あ
る
。
こ
の
違
和
感
ゆ
え
に
、
功
利
主
義
を
主
題
と
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
を
整
理
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
困
難
を
踏
ま
え
る
と
、
誤
読
を
恐
れ
ず
に
、
わ
ざ
わ
ざ
消
極
的
功
利
主
義

と
い
う
名
称
を
用
い
て
カ
ウ
フ
マ
ン
に
関
す
る
研
究
と
し
て
公
刊
す
る
こ
と
は
骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン

は
現
実
に
テ
ク
ス
ト
上
に
お
い
て
「
功
利
主
義
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
避
け
ら
れ
ず
、
故
あ
っ
て
の
こ
と
だ

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
消
極
的
功
利
主
義
と
カ
ウ
フ
マ
ン
の
他
の
法
理
論
、
特
に
寛
容
論
と
の
関
連
性
、

（
3
）
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そ
し
て
、
消
極
的
功
利
主
義
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
法
適
用
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
う
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
が
「
消

極
的
な
功
利
主
義
」
と
い
う
名
称
を
自
身
の
法
哲
学
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
据
え
た
の
か
を
考
え
て
い
く
一
助
と
し
て
い
き
た
い
。

二　

積
極
的
功
利
主
義
へ
の
批
判
と
消
極
的
功
利
主
義

カ
ウ
フ
マ
ン
の
消
極
的
功
利
主
義
の
命
法
に
関
し
て
は
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
消
極
的
功
利
主
義
に
関
す
る
分

析
に
先
立
ち
、
消
極
的
功
利
主
義
自
体
の
詳
し
い
内
容
や
導
出
経
緯
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
消
極
的
功
利
主
義
に
関
し
て
、
カ
ウ

フ
マ
ン
は
、『
法
哲
学
』
の
公
刊
以
前
に
、
一
九
九
三
年
一
二
月
十
日
に
バ
イ
エ
ル
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
行
わ
れ
た
講
演
内
容
を
公
刊

し
た
『
消
極
的
功
利
主
義
―
公
共
善
に
関
す
る
一
試
論
』（
以
下
『
消
極
的
功
利
主
義
』）
と
い
う
論
考
で
そ
の
内
容
を
詳
し
く
取
り
上

げ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
『
消
極
的
功
利
主
義
』
に
依
拠
し
て
、
そ
の
内
容
を
概
説
し
て
い
く
。

二－

一　

カ
ウ
フ
マ
ン
の
功
利
主
義
一
般
に
関
す
る
見
解

消
極
的
功
利
主
義
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
消
極
的
な
功
利
主
義

0

0

0

0

（U
tilitarism

us

）
で
あ
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
主
張
す
る
法
原
理
は
功

利
主
義
の
一
類
型
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
功
利
主
義
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
功
利
（U

tilität

）
を
善
と
捉
え
、
あ
ら
ゆ
る
道

徳
的
行
為
の
目
的
の
中
で
最
上
の
も
の
を
功
利
だ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
功
利
を
目
的
に
置
く
功
利
主
義
に

関
し
て
、「
一
般
的
に
言
え
ば
、
公
共
善
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
他
、
社
会
規
範
で
あ
る
法
や
倫
理
の
た
め
に
普
遍
化

し
得
る
規
範
内
容
を
用
意
す
る
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
公
共
に
関
わ
る
善
へ
接
近
す
る

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
功
利
主
義
を
捉
え
て
お
り
、
公
共
に
関
わ
る
限
り
、
功
利
主
義
か
ら
導
出
さ
れ
る
内
容
は
普
遍
的
に
適
用

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
的
正
義
や
共
通
善
に
関
す
る
正
義
は
、
伝
統
的
に
培
わ
れ
て
き

た
正
義
論
に
お
け
る
用
語
法
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
公
共
に
関
わ
る
理
論
は
、
こ
の
社
会
的
正
義
や
共
通
善
に
関
す

る
正
義
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
法
の
目
的
合
理
性
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
目

的
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
は
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
も
根
拠
や
時
代
背
景
、
異
な
っ
た
対
象
を
有
し
て
い
る
た
め
、

端
的
に
理
論
の
正
否
を
即
座
に
判
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
功
利
主
義
に
依
拠
す
る
場
合
で
も
、
法
に
適
っ
た
功
利
を
本
来
の

目
的
と
し
て
、
手
段
や
他
の
副
次
的
目
的
の
た
め
に
本
来
の
目
的
を
阻
害
し
た
り
、
伝
統
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
社
会
的
正
義
に
反
し

た
り
し
な
い
よ
う
に
議
論
を
整
理
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

二－

二　

積
極
的
な

0

0

0

0

功
利
主
義
を
否
定
す
る
た
め
の
消
極
的
な

0

0

0

0

功
利
主
義

次
に
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
消
極
的
な

0

0

0

0

（negative
）
な
功
利
主
義
で
あ
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
「
消
極
的
」
と
い
う
言
葉
を

「
積
極
的
（positive

）」
と
の
対
比
で
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
功
利
主
義
は
、
消
極
的
功
利
主
義
と
積
極
的
功
利
主
義
の
二
つ
に
分
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
う
ち
積
極
的
功
利
主
義
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ジ
ュ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
を
初
め
と
し
た
古
典

的
功
利
主
義
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
理
論
は
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
（das größtm

ögliche G
lück der größtm

öglichen Zahl

）」、

つ
ま
り
可
能
な
限
り
多
く
の
人
が
可
能
な
限
り
大
き
い
幸
福
を
手
に
入
れ
て
い
る
状
態
を
、
最
善
の
社
会
状
態
と
捉
え
、
そ
の
状
態
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ
の
積
極
的
功
利
主
義
の
あ
り
方
は
、
一
般
的
に
功
利

主
義
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
功
利
主
義

の
あ
り
方
を
、
あ
え
て
積
極
的
功
利
主
義
と
呼
び
、
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
積
極
的
功
利
主
義
に
は
三
つ
の
難
点
が

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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あ
り
、
そ
れ
ら
の
難
点
ゆ
え
に
、
積
極
的
功
利
主
義
は
社
会
的
正
義
の
た
め
の
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、

積
極
的
功
利
主
義
の
こ
れ
ら
の
難
点
を
克
服
し
得
る
の
が
、
消
極
的
功
利
主
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
積
極
的
功

利
主
義
へ
の
三
つ
の
批
判
か
ら
消
極
的
功
利
主
義
を
展
開
し
た
カ
ウ
フ
マ
ン
の
議
論
を
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
一
般
的
な
功
利
主

義
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
一
見
し
て
周
知
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
功
利
主
義
の
諸
説
は
こ
う
し
た
周
知
の
批
判
を
回
避
す
べ

く
、
進
化
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
展
開
し
た
積
極
的
功
利
主
義
へ
の
批
判
が
功
利
主
義
批
判
と
し
て
現
在
で
も

検
討
価
値
を
有
す
る
議
論
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
積
極
的
功
利
主
義
批
判

の
検
討
で
は
な
く
、
消
極
的
功
利
主
義
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
消
極
的
功
利
主
義
を
導
出
す
る
前
提
と
し
て
、
何
を
問

題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
行
っ
た
積
極
的
功
利
主
義
へ
の
批
判
に
関
し
て
立
ち
入
っ
た
確
認

し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

二－

二－

一　

公
共
善
の
実
現
に
不
適
合
な
積
極
的
功
利
主
義

ま
ず
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
積
極
的
功
利
主
義
に
関
し
て
展
開
す
る
一
つ
目
の
批
判
は
、
積
極
的
功
利
主
義
は
公
共
善
の
実
現
と
い
う
功

利
主
義
一
般
の
目
的
と
さ
れ
る
も
の
に
は
適
合
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
に
お
い
て
は
、
功
利
が
個
人
に
分
配
さ
れ
る
実
体
的
な
も

の
（Substanz

）
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
の
功
利
に
関
す
る
社
会
の
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
が
実
現
さ
れ
る
状
態
こ
そ
が
幸
福
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

幸
福
の
最
大
化
、
多
数
の
幸
福
に
関
す
る
論
点
は
後
述
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
批
判
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ベ
ン

サ
ム
の
功
利
主
義
に
基
づ
く
功
利
そ
の
も
の
に
関
す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
が
功
利
主
義
一
般
の
考
え
方
に
つ
い
て
参
照
し
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た
ホ
ル
ス
ト
・
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
主
張
す
る
功
利
の
概
念
を
快
楽
主
義
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
徹
底
的
に
非
感
情

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
功
利
の
有
無
、
大
小
な
ど
の
分
析
、
す
な
わ
ち
快
楽
計
算
（hedonistische K

arikül

）
を
行
う
際
の
分
析
対
象

は
個
人
や
国
家
の
外
的
な
行
為
だ
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
に
よ
る
功
利
主
義
の
特
徴
づ
け
で
も
「
帰
結
主

義
（act consequentialism

）」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
は
、
外
的
行
為
に
関
わ
る
こ
と
の
な
か
で
も

特
に
行
為
の
実
体
的
な
結
果
と
し
て
の
快
楽
の
大
小
が
行
為
の
価
値
付
け
の
基
準
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、

西
尾
孝
司
は
、
功
利
が
量
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
利
益
や
損
失
の
間
の
単
純
な
比
較
が
成
立
し
、
ベ
ン
サ
ム
の
主
張
す
る
幸

福
計
算
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
に
と
っ
て
目
的
と
な
る
の
は
、
快
楽
計
算
の
対
象
と
な

り
え
る
よ
う
な
外
的
行
為
の
結
果
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
結
果
に
関
し
て
快
楽
の
量
の
大
小
に
応
じ
て
行
為
の
善
も
し
く
は
不
善

が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
沿
う
な
ら
ば
、
第
一
に
、
内
心
的
、
主
観
的
な
快
楽
は
価
値
付
け
の

対
象
と
な
り
難
い
。
ま
た
、
外
的
な
行
為
の
結
果
と
し
て
の
快
楽
の
量
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
関
し
て
は
、
そ
の
目
的
が

一
般
的
な
意
味
で
道
徳
的
な
目
的
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
善
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン

は
、
法
と
道
徳
の
関
係
を
論
じ
る
中
で
、
法
と
道
徳
が
共
に
人
間
の
行
為
に
関
す
る
外
面
と
内
面
の
双
方
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
た
め
に
、
外
面
的
な
行
為
の
み
に
注
目
し
、
一
般
的
な
意
味
で
の
道
徳
的
な
目
的
に
適
合
し
た
行
為
を
評
価
対
象
か
ら
は

外
す
規
範
の
あ
り
方
は
カ
ウ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
適
切
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
功
利
主
義
が
追
求
し
う
る
功
利
の
一
類
型
と
し
て
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
功
利
を
あ
げ
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム

は
、
功
利
原
理
に
お
い
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
功
利
を
共
同
体
の
利
益
（interest of the com

m
unity

）
だ
と
し
な
が
ら
も
、
共
同
体
の
利

益
は
共
同
体
に
属
す
る
個
々
の
構
成
員
の
利
益
の
総
和
だ
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の
利
益
を
功
利
の
基
礎
に
置
く
。
も
ち
ろ
ん
、

ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
は
、
苦
痛
と
快
楽
を
基
礎
付
け
に
用
い
た
統
治
の
た
め
の
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
個
人

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）
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）
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）
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の
快
楽
や
利
益
追
求
を
正
当
化
し
た
だ
け
の
理
論
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
社
会
全
体
の
目
的
の
根
本
に
位
置
す
る
の
が
個
人
の
利
益

や
快
楽
で
あ
り
、
個
人
の
利
益
や
快
楽
は
社
会
全
体
の
統
治
や
安
定
性
に
反
し
な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
議
論
の

根
底
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
は
断
っ
て
お
く
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
述
し
た
快
楽
が
外
的
な
行
為
の
結
果
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
る
と
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
が
社
会
に
お
い
て
追
求
す
る
第
一
義
的
な
目
的
は
、
外
的
な
行
為
の
結
果
と
し

て
の
個
人
の

0

0

0

快
楽
の
追
及
に
傾
斜
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
快
楽
の
増
進
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

個
人
の
快
楽
に
は
、
相
手
を
犠
牲
に
し
て
自
分
だ
け
が
利
益
を
得
る
よ
う
な
も
の
な
ど
、
自
己
の
実
体
的
な
利
益
に
資
し
て
い
る
も
の

の
、
一
般
的
な
意
味
で
は
不
道
徳
だ
と
さ
れ
る
行
為
が
混
じ
り
得
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
神
学
者
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル

ト
・
パ
ン
ネ
ン
ベ
ル
グ
に
依
拠
し
て
、
道
徳
的
な
行
為
こ
そ
が
善
で
あ
り
、
反
道
徳
的
な
行
為
が
不
善
に
あ
た
る
と
考
え
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
の
善
の
捉
え
方
を
、
カ
ン
ト
の
提
示
し
た
「
自
己
完
成
―
他
人
の
至
福
」
の
定
式
に
結
び
つ
け
、
他
人
の
幸
福
に
資
す
る

と
い
う
社
会
的
な
義
務
を
個
人
の
崇
高
な
る
快
楽
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
を
善
に
適
っ
た
状
態
だ
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

他
人
の
幸
福
に
資
す
る
と
い
う
義
務
か
ら
逸
脱
し
た
快
楽
追
及
は
、
道
徳
的
に
普
遍
化
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
本
来
は
公

共
の
善
に
資
す
べ
き
も
の
で
あ
る
は
ず
の
功
利
主
義
に
は
適
さ
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ベ
ン
サ
ム
的
な
積
極
的
功
利
主
義
に
よ
る
個
人
の
単
な
る
快
楽
追
求
を
社
会
の
目
的
と
す
る
見
方
に
対
し
て
、
カ
ウ
フ
マ

ン
が
提
示
し
た
の
が
、
ミ
ル
の
「
質
的
な
幸
福
概
念
（qualitativer G

lücksbegriff

）」
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
ミ
ル
の
功
利

主
義
は
、
功
利
主
義
が
追
求
す
べ
き
目
的
を
個
人
と
社
会
の
幸
福
（W

ohlergehen

）
だ
と
解
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
幸
福
は
、「
個
人

の
幸
福
」
と
「
社
会
の
幸
福
」
の
よ
う
に
切
り
離
さ
れ
た
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
個
人
と
社
会
の
双
方
が
同
時
に
得
る
一
つ
の
幸
福

で
あ
る
。
こ
う
し
た
幸
福
に
つ
い
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
参
照
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
パ
パ
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
は
、
個
人
の
自
己
展
開
、

自
己
形
成
を
通
じ
た
自
己
完
成
、
自
律
性
の
確
保
に
核
心
が
据
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
個
人
は
、
自
己
完
成
お
よ
び
自
律
を

（
20
）

（
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）

（
22
）
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身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
的
な
規
則
で
は
な
く
、
自
己
統
御
に
よ
っ
て
自
ら
の
個
別
性
を
展
開
し
得
る
社
会
に
資
す
る
存
在
と

な
り
、
社
会
の
発
展
を
支
え
る
。
つ
ま
り
、
機
械
技
術
の
開
発
や
商
業
の
拡
大
に
よ
る
社
会
発
展
の
促
進
と
比
べ
れ
ば
、
自
律
的
な
人

間
の
養
成
を
通
じ
た
社
会
発
展
の
促
進
は
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
幸
福
に
資
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ウ
フ

マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
ミ
ル
の
態
度
を
、「
個
人
の
人
格
の
発
展
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
発
展
を
も
価
値
あ
る
も
の
だ
と
す
る
こ
と
が
幸

福
で
あ
る
」
と
す
る
立
場
だ
と
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ル
の
功
利
主
義
は
、
個
人
の
個
別
的
な
発
展
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
自
己

の
利
益
の
み
を
追
求
す
る
態
度
や
功
利
を
単
に
量
的
な
も
の
と
見
な
す
態
度
を
認
め
ず
、
ど
の
く
ら
い
個
々
人
が
自
己
完
成
を
実
現
し

て
い
る
の
か
と
い
う
人
生
の
質
の
度
合
い
そ
の
も
の
を
人
間
の
幸
福
を
図
る
基
準
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
質
の
高
い
状

態
を
人
間
一
般
が
社
会
に
お
い
て
確
保
で
き
る
条
件
を
整
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
具
体
的
に
は
適
切
な
法
や
倫
理
に
適
っ
た
条
件
を
整

備
す
る
こ
と
こ
そ
が
よ
り
公
共
善
に
適
っ
た
行
為
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
提
示
す
る
功
利
主
義
の
目
的
は
、
社
会
の
繁
栄
に
資
す
る
個
々
人
を
道
徳
的
人
格
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
道
徳
的
人
格
は
、
一
定
の
外
的
な
道
徳
規
範
や
社
会
規
範
を
受
け
入
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
の

道
徳
的
人
格
、
受
動
的
な
人
格
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
他
の
個
人
の
多
様
性
と
自
他
の
自
律
性
を
重
視
す
る
人
格
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
自
律
的
な
道
徳
的
態
度
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
『
消
極
的
功
利
主
義
』
の
別
の
箇
所
で
展
開
し
た
否
定
原

理
、
寛
容
原
理
を
受
け
入
れ
た
上
で
の
個
々
人
の
経
験
か
ら
導
出
さ
れ
た
態
度
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
で
触

れ
て
い
く
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
は
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
自
ら
が
望
ま
し
い
と
す
る
功
利
主
義
に
お
い
て
は
単
な
る
個
人
的
か
つ
量

的
な
功
利
の
享
受
で
は
満
足
し
な
い
態
度
が
国
家
や
個
人
な
ど
の
功
利
主
義
を
実
行
す
る
主
体
に
要
請
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
て
お
く
。
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二－

二－

二　

積
極
的
功
利
主
義
に
よ
る
社
会
的
弱
者
へ
の
抑
圧

次
に
積
極
的
功
利
主
義
に
対
す
る
二
つ
目
の
批
判
は
、
積
極
的
功
利
主
義
は
社
会
的
な
弱
者
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
カ

ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
う
ち
「
最
大
多
数
」
に
注
目
し
、
批
判
を
行
う
。「
最
大
多
数
の
最

大
幸
福
」
を
内
容
と
し
て
持
つ
積
極
的
功
利
主
義
を
単
純
に
解
す
る
な
ら
、
積
極
的
功
利
主
義
に
従
っ
て
社
会
政
策
が
実
行
さ
れ
る
際
、

社
会
の
大
多
数
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
こ
と
が
増
大
す
る
よ
う
な
、
も
し
く
は
大
多
数
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
こ
と
が
減
少
す
る
よ

う
な
施
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
は
、
社
会
の
中
の
多
数
派
の
特
定
の
偏
向

的
な
選
好
の
み
を
充
足
す
る
こ
と
を
社
会
目
的
に
置
く
「
多
数
者
の
専
制
（Tyrannei der M

ehrheit

）」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、

積
極
的
功
利
主
義
に
従
う
な
ら
ば
、
多
数
派
に
対
置
さ
れ
る
少
数
派
の
利
益
の
実
現
が
優
先
順
位
の
低
い
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
少

数
派
は
、
こ
の
優
先
順
位
を
甘
受
し
、
自
ら
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
少
数
派
が
犠
牲
と
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
カ
ウ
フ
マ
ン
の
主
張
す
る
積
極
的
功
利
主
義
の
第
二
の
難
点
で
あ
る
。

た
だ
し
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
多
数
決
原
理
が
採
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
大
多
数
の
賛
同
が
得
ら
れ
る
も
し
く
は
大
多
数

が
利
す
る
政
策
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
多
数
決
原
理
に
伴
う
必
要
悪
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
最
大
多
数
の
最

大
幸
福
」
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
沿
う
な
ら
ば
、
社
会
の
現
実
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
決
し
て
純
粋
な
多
数
決
原
理
に
合
致
し
な
い
し
、

必
要
悪
と
し
て
は
余
り
に
も
深
刻
な
悪
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
現
実
に
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
と
称
し
て
実
現
さ
れ
る

こ
と
の
内
実
に
関
わ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
積
極
的
功
利
主
義
に
お
け
る
多
数
派
も
し
く
は
少
数
派
の
基
準
を
、
人
の
頭
数
の
大
小
で

は
な
く
、
社
会
的
影
響
力
の
強
弱
に
置
く
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
社
会
に
お
け
る
多
数
が
単
な
る
数
の
上
で
の
多
数
で
は
な
く
、
社
会
的

影
響
力
が
強
い
集
団
が
「
多
数
者
（M

ehrheit

）」
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
同
じ
社
会
に
お
い
て
社
会
的
影
響
力
に
関
し
て
劣
位
に
置

か
れ
て
い
る
集
団
が
「
少
数
者
（M

inderheit

）」
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
の
少
数
者
が
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
に
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よ
っ
て
自
己
の
幸
福
を
犠
牲
に
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
現
実
の
所
得
の
再
配
分
に
お
い
て
、
貧
困
層
が
多
数
派
で
あ
る
時

に
、
快
楽
計
算
に
基
づ
い
て
、
貧
困
層
に
有
利
な
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
政
策
の
決
定
や
実
施
を
担
う
議

会
や
政
府
も
国
民
の
経
済
的
も
し
く
は
社
会
的
階
級
を
直
接
反
映
し
た
構
成
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
数
の
上
で
の
多
数
、

す
な
わ
ち
人
の
頭
数
が
多
い
こ
と
は
社
会
的
影
響
力
が
大
き
い
こ
と
を
示
す
一
つ
の
要
素
だ
が
、
経
済
的
な
力
や
軍
事
力
、
政
治
的
な

発
言
力
な
ど
他
の
要
素
で
数
の
上
で
の
劣
勢
が
補
わ
れ
、
数
の
上
で
は
少
数
派
で
あ
る
支
配
層
が
政
策
的
な
決
定
権
を
有
し
て
い
る
場

合
が
現
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
は
数
の
上
で
は
少
数
派
で
あ
る
支
配
層
に
有
利
な
よ
う
に
決

定
さ
れ
得
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
従
う
な
ら
ば
、
現
代
社
会
に
お
い
て
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
現

状
で
の
支
配
層
の
う
ち
の
社
会
的
強
者
が
社
会
的
影
響
力
の
小
さ
い
社
会
的
弱
者
を
支
配
す
る
体
制
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
に
基
づ
く
多
数
者
の
幸
福
感
情
が
少
数
者
を
根
絶
や
し
に
し
て
し
ま
う
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
詳
述
し
て
い
な
い
が
、
社
会
的
弱
者
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
を
追

い
詰
め
、
物
理
的
に
根
絶
や
し
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
少
数
者
の
人
格
を
否
定

す
る
こ
と
に
よ
る
根
絶
や
し
が
想
定
さ
れ
る
。「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
が
目
的
と
さ
れ
る
社
会
で
は
社
会
的
強
者
に
属
し
て
い
る

人
々
の
持
つ
人
格
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
利
益
の
最
大
化
が
可
能
な
人
間
が
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
い
人
間
像
と
さ
れ
る
一
方
で
、
社
会

的
弱
者
に
属
す
る
人
々
は
、
社
会
的
な
利
益
を
最
大
化
で
き
な
い
が
故
に
、
社
会
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
人
間
像
と
さ
れ
、
排
除
の

対
象
と
な
り
か
ね
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
が
若
い
頃
に
見
て
き
た
ナ
チ
ス
の
人
種
政
策
は
、
優
生
学
に
則
っ
て
、
障
害
者
、
ユ
ダ
ヤ
人
、

ロ
マ
人
な
ど
の
社
会
的
な
弱
者
を
排
除
、
虐
殺
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
人
種
政
策
を
強
く
批
判
し
て
き
た
カ
ウ
フ
マ
ン
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
社
会
的
強
者
が
社
会
の
発
展
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、
社
会
的
弱
者
を
人
格
的
に
否
定
し
、
根
絶
や
し
に
し
て
い
く
と
い
う

構
図
は
受
け
入
れ
難
い
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
に
お
い
て
も
「
各
人
を
一
人
と
数
え
、
一
人
以
上
に
は
数

（
27
）

（
28
）
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え
な
い
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
う
し
た
一
部
の
者
を
排
除
す
る
こ
と
は
不
正
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
は

一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
個
人
は
抽
象
的
な
個
人
で
あ
り
、
個
人
が
背
景
に
持
つ
特
殊
な
事
情
に
よ
る
社
会
的
弱
者
の
排
除
に
は
十
分

に
対
処
し
え
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

社
会
的
弱
者
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
難
点
を
克
服
す
る
た
め
の
視
点
と
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
が
主
張
す
る
の
が
「
少
数
者
の
保

護
」
の
重
視
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
弱
者
へ
の
注
目
を
多
数
派
の
利
益
の
実
現
に
優
先
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に

述
べ
る
な
ら
ば
、
社
会
的
弱
者
が
現
状
で
有
し
て
い
る
不
幸
、
苦
悩
を
可
能
な
限
り
取
り
除
く
こ
と
も
し
く
は
回
避
す
る
こ
と
を
主
眼

に
置
い
て
社
会
政
策
を
立
案
、
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
社
会
的
弱
者
の
不
幸

の
削
減
や
回
避
で
あ
っ
て
、
社
会
的
弱
者
の
幸
福
の
増
大
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
主

と
し
て
否
定
原
理
と
い
う
哲
学
的
な
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
少
数

者
の
保
護
に
関
し
て
、
具
体
的
な
施
策
の
考
慮
に
お
け
る
難
し
さ
は
依
然
と
し
て
残
る
が
、
社
会
的
強
者
の
幸
福
実
現
の
た
め
に
社
会

的
弱
者
の
幸
福
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
不
正
な
状
態
が
緩
和
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
カ
ウ
フ
マ
ン
の
主
張
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
て
お
く
。

二－

二－

三　

積
極
的
功
利
主
義
に
お
け
る
集
合
概
念
と
し
て
の
幸
福

そ
し
て
、
三
つ
目
の
批
判
は
、
積
極
的
功
利
主
義
が
幸
福
を
総
和
的
に
捉
え
る
結
果
、
個
人
が
個
別
に
抱
え
る
不
幸
や
苦
悩
に
は
対

応
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
オ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヘ
ッ
フ
ェ
の
議
論
に
依
拠
し
て
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」

に
基
づ
い
て
積
極
的
功
利
主
義
が
社
会
に
お
け
る
幸
福
そ
の
も
の
を
社
会
に
生
き
る
全
て
の
者
の
持
つ
幸
福
の
総
計
と
し
て
捉
え
て
い

る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
幸
福
に
関
し
て
集
合
的
（kollectiv

）
に
了
解
し
て
い
る
こ
と
に
あ
た
る
と

（
29
）

（
30
）

（
31
）
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述
べ
、
こ
の
「
集
合
的
」
と
い
う
言
葉
を
「
配
分
的
（distributiv

）」
と
い
う
言
葉
と
対
で
使
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、「
最

大
多
数
の
最
大
幸
福
」
の
う
ち
、「
最
大
幸
福
」
に
つ
い
て
積
極
的
功
利
主
義
は
何
を
意
図
し
、
そ
の
意
図
の
ど
う
い
っ
た
点
が
問
題
な

の
か
を
検
討
す
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
集
合
的
な
了
解
の
下
で
は
、
幸
福
は
全
体
利
益
（G

esam
tw

ohl

）
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
指
摘

す
る
。
つ
ま
り
、
個
々
人
が
個
別
に
有
す
る
幸
福
の
量
の
大
小
に
は
関
わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
量
の
幸
福
を
有
す
る
個
人
が
集
合

し
た
際
に
合
算
さ
れ
る
社
会
全
体
と
し
て
の
幸
福
の
量
の
大
小
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
幸
福
に
関
す
る
集
合

的
な
了
解
に
従
え
ば
、
個
々
人
が
個
別
に
有
す
る
不
幸
や
苦
悩
が
ど
れ
ほ
ど
深
刻
で
あ
ろ
う
と
も
、
社
会
全
体
の
幸
福
量
の
増
大
か
ら

見
て
支
障
が
な
け
れ
ば
、
個
々
人
の
持
つ
不
幸
や
苦
悩
の
是
正
は
必
要
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
是
正
が
社
会
全
体
の
幸
福
量
の
増
大
を
阻

害
す
る
ほ
ど
の
社
会
的
コ
ス
ト
を
要
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
そ
の
是
正
は
控
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
社
会
に
お
い
て
冷
遇
さ
れ
て
い
る
者
の
不
利
益
は
厚
遇
さ
れ
て
い
る
者
の
大
き
な
利
益
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
埋
め
合
わ
せ
の
構
造
は
、
社
会
秩
序
や
暴
力
装
置
な
ど
を
通
じ
て
強
制
さ
れ
て
い
る
た
め
、
冷
遇
さ
れ

る
者
に
と
っ
て
は
不
正
な
状
態
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
集
合
的
な
了
解
の
下
で
は
、
社
会
全
体
の
幸
福
量
の
極
大
化
が
善
と
さ
れ
る

た
め
に
、
冷
遇
さ
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
不
正
な
状
態
で
も
、
社
会
全
体
に
と
っ
て
は
善
だ
と
さ
れ
る
限
り
、
厚
遇
さ
れ
て
い
る
者
の

利
益
の
増
大
は
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
冷
遇
さ
れ
て
い
る
者
が
上
述
の
二
つ
目
の
批
判
に
お
け
る
少
数
者
に
あ
た
る

わ
け
だ
が
、
個
人
が
他
者
の
存
在
を
尊
重
し
た
上
で
快
楽
計
算
に
基
づ
い
て
自
ら
が
実
行
す
べ
き
行
為
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

選
択
の
原
理
と
し
て
集
合
的
な
了
解
が
採
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
数
の
上
で
劣
勢
に
立
つ
少
数
者
の
幸
福
は
、
社
会
全
体
の
利
益
、

す
な
わ
ち
多
数
者
の
利
益
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
集
合
的
な
了
解
に
基
づ
く
姿
勢
を
徹
底
化
さ

せ
る
な
ら
ば
、
多
数
者
が
少
数
者
を
絶
滅
さ
せ
て
で
も
自
ら
の
利
益
の
増
大
を
図
る
と
い
う
不
正
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
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カ
ウ
フ
マ
ン
は
警
告
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
幸
福
に
関
す
る
集
合
的
な
了
解
に
よ
る
難
点
の
克
服
の
た
め
に
カ
ウ
フ
マ
ン
が
提
示
す
る
視
点
が
、
集
合
的
な
了
解
と

対
で
使
用
さ
れ
る
幸
福
に
関
す
る
配
分
的
な
了
解
で
あ
る
。
前
述
し
た
集
合
的
な
了
解
の
下
で
は
、
社
会
全
体
の
総
和
と
し
て
利
益
の

最
大
化
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
配
分
的
な
了
解
の
下
で
カ
ウ
フ
マ
ン
が
問
題
の
解
決
手
段
と
し
て
注
目
す
る
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー

ル
ズ
が
『
正
義
論
』
の
中
で
展
開
し
た
優
先
規
則
（P

rioritätsregeln

）
の
設
定
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も

全
体
幸
福
の
量
の
大
小
そ
の
も
の
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
配
分
的
な
了
解
の
下
で
は
、
社
会
の
構
成
員
が
個
別
に
現
有
す
る
幸
福
は
、

社
会
に
現
有
さ
れ
る
幸
福
の
全
体
量
、
つ
ま
り
全
体
幸
福
の
一
部
が
、
各
人
に
配
分
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
一
方
で
全
体
幸
福
の

量
は
社
会
の
構
成
員
が
個
別
に
ど
の
く
ら
い
の
幸
福
を
現
有
し
て
い
る
か
に
は
左
右
さ
れ
ず
、
一
定
量
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
構
成
員

の
集
団
が
自
ら
の
幸
福
量
を
増
大
さ
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
全
体
幸
福
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」

が
実
現
さ
れ
て
も
全
体
幸
福
の
配
分
状
況
が
変
更
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
特
定
集
団
の
幸
福
量
の
増
大
が
、
別
の
集

団
や
個
人
の
幸
福
量
の
減
少
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
配
分
的
な
了
解
に
お
い
て
は
、
社
会

の
構
成
員
が
幸
福
の
全
体
量
を
ど
の
よ
う
に
増
大
さ
せ
る
の
か
と
い
う
視
点
は
生
じ
得
ず
、
社
会
全
体
と
し
て
現
状
で
有
し
て
い
る
も

し
く
は
有
し
得
る
全
体
幸
福
に
つ
い
て
の
個
々
人
へ
の
配
分
状
況
の
改
善
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
際
、
比
較
さ
れ
る
の
は
、
社

会
の
各
構
成
員
や
各
集
団
が
個
別
に
有
し
て
い
る
幸
福
を
足
し
合
わ
せ
た
も
の
の
大
小
で
は
な
く
、
社
会
の
各
構
成
員
や
各
集
団
が
個

別
に
有
し
て
い
る
幸
福
の
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
大
小
で
あ
る
。
そ
し
て
、
配
分
的
な
了
解
の
視
点
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
る
各
人
へ
の
幸
福

の
配
分
状
況
の
比
較
は
、
適
正
な
配
分
状
況
を
実
現
す
る
た
め
に
為
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
に
お
い
て
厚
遇
さ
れ
て
い
る
者
の
現
状

と
冷
遇
さ
れ
て
い
る
者
の
現
状
が
個
別
的
に
比
較
さ
れ
、
配
分
状
況
が
適
正
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
者
の
有
す
る
過
分
な
幸
福
は
別
の
者

が
抱
え
る
幸
福
が
不
足
し
た
状
況
も
し
く
は
不
幸
を
補
う
な
ど
、
各
人
の
持
っ
て
い
る
過
不
足
に
関
し
て
再
配
分
や
調
整
が
行
わ
れ
る

（
32
）
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の
で
あ
る
。

こ
の
再
配
分
や
調
整
の
基
準
と
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
上
述
し
た
優
先
規
則
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
の
優

先
規
則
で
は
、
再
配
分
や
調
整
の
際
に
各
個
人
の
有
す
る
利
害
や
権
利
主
張
が
衝
突
す
る
場
合
を
想
定
し
て
、
ど
の
利
害
や
権
利
主
張

が
優
先
し
て
配
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
が
指
示
さ
れ
、
相
対
的
に
評
価
し
た
時
に
よ
り
劣
悪
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
も
し
く
は
冷
遇

さ
れ
て
い
る
者
へ
他
の
者
よ
り
も
優
先
し
て
配
慮
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
不
平
等
な
事
象
ご
と
の
各
人
の
過

不
足
の
原
因
以
前
に
、
出
自
や
身
体
的
特
徴
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
根
源
的
に
任
意
処
理
が
困
難
な
要
素
に
基
づ
く
社
会
的
な
相
違
が

最
も
優
先
的
に
配
慮
を
受
け
る
対
象
だ
と
さ
れ
る
。
優
先
規
則
が
適
用
さ
れ
る
事
態
や
対
象
、
そ
の
適
用
方
法
は
個
別
事
例
に
よ
っ
て

異
な
り
う
る
た
め
に
、
詳
細
で
具
体
的
な
手
続
き
や
内
容
は
規
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
の
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
原
則
的
に
は
優
先

し
て
配
慮
さ
れ
る
べ
き
内
容
と
し
て
、
少
数
者
保
護
、
基
本
権
、
基
本
的
自
由
の
尊
重
が
あ
り
う
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

三
つ
は
優
先
権
を
決
定
す
る
際
の
重
要
な
論
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
こ
の
論
拠
を
出
発
点
と
し
て
配
分
的
な
了
解
の
下
で
各
個
別
事
例

に
お
い
て
誰
の
ど
の
よ
う
な
不
幸
に
優
先
的
に
対
処
す
べ
き
か
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
カ
ウ
フ
マ
ン
が
展
開
し
た
積
極
的
功
利
主
義
に
対
す
る
批
判
と
批
判
に
よ
り
導
出
さ
れ
た
難
点
を
克
服
す
る
視
点
を
概

観
し
た
。
ま
と
め
る
な
ら
ば
、「
道
徳
的
に
善
で
あ
る
こ
と
」「
少
数
者
の
保
護
」「
幸
福
に
関
す
る
配
分
的
な
了
解
」
と
い
う
の
が
カ
ウ

フ
マ
ン
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
主
張
が
「
少
数
者
の
不
幸
を
回
避
ま
た
は
削
減
す
る
」
と
い
う
消
極
的
功
利
主
義
の
内

容
を
支
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
で
は
消
極
的
功
利
主
義
に
従
え
ば
ど
の
よ
う
な
行
為
原
理
、
政
策
原
理
が
要
請
さ
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
の
概
観
し
か
考
察
で
き
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
ど
う
い
っ
た
内
容
が
具
体
的
に
「
少
数
者
の
不
幸
」
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う

に
し
て
そ
の
内
容
は
確
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
十
分
に
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
が
明
確
に
な
ら
な
け

（
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）
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れ
ば
「
少
数
者
の
不
幸
の
回
避
と
削
減
」
と
い
う
消
極
的
功
利
主
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
具
体
的
内
容
を
伴
わ
な
い
空
文
句
と
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
た
め
、
次
節
以
降
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
消
極
的
功
利
主
義
を
導
出
す
る
際
に
依
拠
し
た
哲
学
的
前
提
で
あ
る
否
定
原
理

と
寛
容
原
理
を
踏
ま
え
て
、「
少
数
者
の
不
幸
」
に
あ
た
る
も
の
の
明
確
化
を
前
進
さ
せ
て
い
く
。

二－

三　

消
極
的
功
利
主
義
の
哲
学
的
前
提
と
し
て
の
否
定
原
理

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
消
極
的
な

0

0

0

0

（negativ

）
な
功
利
主
義
で
あ
る
。
こ
の
「negativ

」
と
い
う
言
葉
は
、
カ

ウ
フ
マ
ン
に
関
し
て
、
前
節
で
取
り
扱
っ
た
功
利
主
義
の
文
脈
以
外
で
も
、「
否
定
」
の
意
味
で
随
所
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
カ

ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
展
開
し
た
「
否

定
原
理
（D

as negative P
rinzip

）」
を
概
観
し
、
そ
の
用
い
ら
れ
方
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
消
極
的
功
利
主
義
に
依
拠
し
た
議
論
を
哲
学

的
な
前
提
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

否
定
原
理
は
、
あ
る
対
象
の
把
握
に
お
い
て
、「
―
で
は
な
い
」
と
い
う
否
定
的
・
消
極
的
な
言
明
の
み
を
行
う
認
識
論
上
の
立

場
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
人
間
の
認
識
能
力
が
不
十
分
で
あ
り
、
人
間
は
事
物
の
本
質
、
特
に
価
値
に
関
し
て
科
学
的
に
保
証
さ

れ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
見
解
を
た
い
て
い
の
場
合
に
持
ち
得
ず
、「
―
で
あ
る
」
も
し
く
は
「
―
で
あ
る
べ
き
」
と
い
う
形
式
を
用

い
た
事
物
や
価
値
に
つ
い
て
の
積
極
的
・
肯
定
的
な
定
義
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
洞
察
を
消
極
的
功
利
主
義
に
関
す
る
認
識
論
の
出

発
点
に
置
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
は
目
の
前
に
い
る
カ
ラ
ス
が
黒
い
こ
と
を
認
識
で
き
る
が
、
白
い
カ
ラ
ス
が
一
切
存
在
し
な
い
こ

と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
目
の
前
の
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
が
黒
い
と
い
う
認
識
で
以
っ
て
カ
ラ
ス
一
般
が
黒
い
と
い
う
積
極
的
な
言
明

を
確
実
な
も
の
と
し
て
採
用
し
得
な
い
。
こ
の
際
に
、
白
い
カ
ラ
ス
が
現
実
に
存
在
し
得
な
い
こ
と
の
証
明
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
人
間
の
認
識
能
力
は
本
質
的
に
不
完
全
な
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
人
間
は
、
事
物
の
本
質
や
価
値
に
関
し
て

（
36
）

（
37
）



17　 アルトゥール・カウフマンの「消極的功利主義」（峯　健吾）

「
―
で
は
な
い
」
と
の
み
言
及
す
る
こ
と
は
確
実
に
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
物
の
把
握
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
―
で
は

な
い
」
と
い
う
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
見
解
に
基
づ
く
否
定
的
な
言
明
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
、
否
定
原
理
に
基
づ
く
認
識
で
あ
る
。
例
え

ば
、
目
の
前
の
カ
ラ
ス
が
白
く
な
い
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
が
白
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
だ
と
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
否
定
原
理
の
機
能
は
単
な
る
否
定
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
て
議
論
を
展
開
す
る
。
カ
ー
ル
・
ポ
パ
ー

が
『
探
求
の
論
理
』
で
展
開
し
た
議
論
に
よ
れ
ば
、
否
定
原
理
は
、
単
に
事
物
の
本
質
に
つ
い
て
「
―
で
な
い
」
と
否
定
す
る
機
能

に
加
え
て
、
事
物
の
本
質
に
関
す
る
漸
進
的
な
探
究
を
行
い
得
る
。
否
定
原
理
を
用
い
た
事
物
の
本
質
へ
の
接
近
は
、
科
学
的
な
方
法

と
し
て
の
反
証
可
能
性
（Falsifizierbarkeit

）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
科
学
的
な
方
法
を
用
い
た
考
察
で
は
、
通
常
、
帰
納
を
通
じ
た

推
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
数
多
く
の
実
証
的
な
デ
ー
タ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
に
共

通
す
る
要
素
を
取
り
出
し
一
定
の
法
則
や
理
論
を
推
論
す
る
と
い
う
手
続
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
続
き
に
基
づ
い
て
推
論
さ
れ

た
法
則
や
理
論
は
、
類
似
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
説
明
や
予
測
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
説
明
や
予
測
は
し
ば
し
ば
普
遍
的
か
つ
不
変
的
で

あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
人
間
の
認
識
能
力
の
不
完
全
性
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
法
則
や
理
論

が
真
で
あ
る
こ
と
は
確
証
さ
れ
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
推
論
や
確
認
の
た
め
に
根
拠
と
し
て
用
い
た
実
証
的
な
デ
ー
タ
は
有
限
個
で
あ

り
、
現
実
に
は
観
察
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
を
無
限
に
内
在
し
て
い
る
は
ず
の
類
似
事
象
の
全
て
に
あ
て
は
ま
る
と
は
言
い
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
が
正
し
く
何
が
間
違
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
観
念
や
正
誤
を
指
し
示
す
普
遍
的
な
法
則
や
理
論
は

存
在
し
得
ず
、
法
則
や
理
論
は
常
に
誤
謬
を
含
み
得
る
た
め
に
、
科
学
的
な
考
察
は
こ
こ
で
行
き
詰
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、

誤
謬
を
含
み
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
則
や
理
論
が
別
の
観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
得
る
、
す
な
わ
ち
反
証
可
能
性
を
有
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
反
証
可
能
性
を
有
さ
な
い
法
則
や
理
論
の
存
在
を
主
張
す
る
立
場
を
、
ポ
パ
ー
は
形
而
上
学
だ
と
位
置
づ
け
、

（
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他
方
、
反
証
可
能
性
を
備
え
る
法
則
や
理
論
こ
そ
が
科
学
的
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、
反
証
可
能
性
は
、
法
則
や
理
論
の
科
学
性
を

保
証
す
る
本
質
的
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
反
証
可
能
性
の
意
義
付
け
か
ら
、
事
物
の
本
質
を
説
明
す
る
法
則
や
理
論
の

導
出
に
適
し
て
い
る
の
は
帰
納
法
に
基
づ
く
考
察
で
は
な
く
、
演
繹
的
な
「
後
件
否
定
式
（m

odus tollens

）」
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
法
則
や
理
論
の
考
察
対
象
に
関
し
て
「
―
で
な
い
」
と
い
う
認
識
形
式
を
用
い
て
誤
謬
の
証
明
を
行
い
、
そ
う
し
た
誤
謬

証
明
を
考
察
対
象
の
様
々
な
要
素
に
関
し
て
繰
り
返
す
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
誤
謬
を
排
除
し
た
形
で
当
該
の
法
則
や
理
論
を
再
定
式
化
、

洗
練
化
さ
せ
て
い
く
手
続
き
に
よ
っ
て
、
漸
進
的
に
事
物
の
本
質
へ
と
接
近
し
て
い
く
や
り
方
が
適
切
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
前
節
で
取
り
上
げ
た
積
極
的
功
利
主
義
へ
の
三
つ
の
批
判
に
加
え
て
、
三
つ
の
批
判
を
回
避
す
る
功
利

主
義
の
命
題
の
一
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
内
容
空
虚
な
規
範
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
積
極
的
功
利
主
義
で
は
、
特
定
内
容
の

幸
福
の
実
現
が
少
数
者
に
強
制
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
幸
福
の
実
現
そ
の
も
の
が
強
制
的
な
秩
序
と
な
り
得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
社
会
権

力
化
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
幸
福
実
現
の
社
会
権
力
を
避
け
つ
つ
も
普
遍
的
な
規
範
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

「
善
は
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
悪
は
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
内
容
空
虚
な
規
範
で
満
足
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
あ
り
え
る
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
純
粋
に
学
問
的
な
論
理
学
や
哲
学
と
は
異
な
り
、
功
利
主
義
が
目
の
前
に
し
て
い
る
法
や
倫
理
に
関

わ
る
現
実
世
界
の
問
題
は
、
具
体
的
な
決
定
も
し
く
問
題
解
決
の
指
針
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
内
容
空
虚
な
規
範
で
は
そ
の
よ
う
な
要

請
に
対
処
で
き
な
い
と
し
て
、
こ
の
選
択
肢
を
退
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
具
体
的
な
決
定
や
問
題
解
決
の
指
針
の
導

出
に
対
処
す
る
た
め
に
、
前
述
し
た
法
則
や
理
論
の
洗
練
化
手
続
き
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
真
理
の
収
斂
理
論
（K

onvergenztheorie 

der W
ahrheit

）
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
真
理
の
収
斂
理
論
で
は
、
前
述
の
洗
練
化
手
続
き
の
漸
進
的
な
展
開
の
先
に
真
理
を
見
い
出

す
。
す
な
わ
ち
、
複
数
の
考
察
主
体
の
間
に
考
察
対
象
の
本
質
に
関
す
る
合
意
が
現
に
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
考
察
主
体
ら
は
互
い

に
独
立
し
な
が
ら
も
考
察
対
象
に
対
し
て
各
々
が
有
し
て
い
る
主
観
的
な
認
識
を
、
洗
練
化
手
続
き
に
よ
っ
て
互
い
に
弱
め
合
い
、
相

（
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）
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殺
す
る
こ
と
で
、
考
察
主
体
全
員
に
共
通
す
る
統
一
的
な
客
観
的
根
拠
を
導
出
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
考
察
対
象
に
関
す

る
各
考
察
主
体
の
認
識
は
最
終
的
に
は
客
観
的
な
真
理
へ
収
斂
し
て
い
く
。
こ
の
真
理
の
収
斂
説
は
、
否
定
原
理
で
拒
絶
さ
れ
た
は
ず

の
事
物
の
本
質
の
積
極
的
な
導
出
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
説
明
に
は
、
若
干
の
補
足
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
事
実
に
関
す
る
言
明
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
真
理
の
収
斂
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
は
真
理
の
収
斂
説
で

も
維
持
さ
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
決
定
や
問
題
解
決
の
指
針
が
絡
む
規
範
に
関
す
る
言
明
で
は
、
最
終
的
な
客
観
的
言
明
の
動
詞

と
し
て
「
―
で
は
な
い
」
に
代
わ
っ
て
「
納
得
が
い
く
（plausibel

）」「
一
致
し
た
（stim

m
ig

）」「
十
分
な
根
拠
の
あ
る
（triftig

）」

と
い
っ
た
語
彙
を
用
い
る
こ
と
で
真
で
あ
る
内
容
は
導
出
可
能
で
あ
る
と
カ
ウ
フ
マ
ン
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
規
範
的
な
言

明
の
領
域
に
属
す
る
功
利
主
義
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
現
在
の
地
位
や
経
済
状
態
に
関
係
な
く
万
人
が
納
得
す
る
命
題
が
功
利
主

義
に
と
っ
て
の
真
な
る
命
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
最
終
的
な
真
な
る
命
題
に
つ
い
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
功
利
主
義
の
文
脈
で
は
、「
幸
福
は
、（
中
略
）
普
遍

化
不
可
能
だ
け
れ
ど
も
、
不
幸
、
厳
密
に
は
、
不
幸
を
免
れ
よ
う
と
す
る
各
人
の
尽
力
は
普
遍
化
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、「
不
幸
」

の
忌
避
が
普
遍
化
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
幸
福
」
と
「
不
幸
」
は
ど
ち
ら
と
も
積
極
的
な
内
容
を
持
つ
も

の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
な
ぜ
「
幸
福
」
の
積
極
的
な
定
義
は
忌
避
さ
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
不
幸
」
の
積
極
的
な
定

義
は
許
容
さ
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
積
極
的
に
定
義
さ
れ
得
る
「
不
幸
」
の
内
容
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

本
節
ま
で
で
、「
幸
福
」
の
積
極
的
な
定
義
は
忌
避
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
次
章
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
疑

問
に
答
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
第
一
の
疑
問
で
あ
る
「
不
幸
」
の
積
極
的
な
定
義
が
許
容
さ
れ
る
理
由
に
関
し
て
カ

ウ
フ
マ
ン
の
寛
容
論
と
の
関
連
か
ら
消
極
的
功
利
主
義
を
考
察
す
る
こ
と
で
答
え
て
い
く
。
さ
ら
に
、
四
章
で
は
、
第
二
の
疑
問
で
あ

る
「
不
幸
」
の
内
容
に
つ
い
て
示
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
43
）

（
44
）

（
45
）



九大法学110号（2015年） 　20

さ
し
あ
た
っ
て
、
本
節
で
は
、
法
則
や
理
論
の
普
遍
性
を
漸
進
的
に
向
上
さ
せ
る
た
め
の
哲
学
的
な
前
提
と
し
て
の
否
定
原
理
と
真

理
収
斂
理
論
の
手
続
き
に
基
づ
い
て
導
出
し
た
「
幸
福
で
な
い
も
の
」
の
回
避
も
し
く
は
削
減
に
よ
っ
て
現
状
の
社
会
を
改
善
し
て
い

く
こ
と
が
カ
ウ
フ
マ
ン
の
消
極
的
功
利
主
義
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
彼
は
、
功
利
主
義
を
、
現
実
に
存
在
す
る
問
題
に
対

処
せ
ね
ば
な
ら
な
い
法
や
倫
理
を
支
え
る
に
足
り
る
規
範
と
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
立
場
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

能
動
的
な
寛
容
と
消
極
的
功
利
主
義

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
前
述
ま
で
で
概
観
し
た
「
少
数
者
が
抱
え
る
不
幸
の
回
避
」
と
し
て
の
消
極
的
功
利
主
義

を
単
な
る
道
徳
的
な
原
理
で
は
な
く
、
法
原
理
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
採
用
す
る
こ
と
を
推
奨
さ
れ

る
戦
略
や
現
に
特
定
の
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
信
念
で
は
な
く
、
社
会
が
指
針
と
し
て
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
戦
略
な
の
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
は
消
極
的
功
利
主
義
を
展
開
し
た
理
由
を
以
下
の
二
点
に
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
功
利
主
義
が
公

共
善
の
追
求
に
は
適
し
た
手
段
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
哲
学
的
な
前
提
と
し
て
否
定
原
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
点
か
ら
は
、
消
極
的
功
利
主
義
の
方
が
積
極
的
功
利
主
義
よ
り
も
よ
り
良
く
、
消
極
的
功
利
主
義
を
採

用
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
、
も
し
く
は
消
極
的
功
利
主
義
が
現
に
特
定
の
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
信
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
帰
結
し
て
も
、
消
極
的
功
利
主
義
が
現
代
社
会
に
お
い
て
も
指
針
と
し
て
必
然
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し
な

い
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
消
極
的
功
利
主
義
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

前
述
で
も
触
れ
た
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
『
法
哲
学
』
に
は
、
消
極
的
功
利
主
義
を
「
寛
容
原
理
（Toleranzprinzip

）」
に
言
い
換
え
て
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い
る
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
寛
容
と
い
う
言
葉
は
、
一
般
的
に
は
単
に
他
者
の
意
見
や
存
在
を
「
許
容
す
る
」
も
し
く
は
「
受
け
入
れ

る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
意
図
す
る
望
ま
し
い
「
寛
容
（Toleranz

）」

は
、
単
に
「
許
容
」
す
る
と
か
「
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
。
こ
の
「
寛
容
原
理
」
を
構
成
し
て
い
る
「
寛
容
」
の
概

念
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
を
是
正
す
る
試
み
で
あ
り
、
現
代
の
社
会
が
置
か
れ
た
様
々
な
問
題

の
解
決
策
を
提
示
し
得
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
寛
容
」
の
概
念
に
依
拠
し
た
こ
の
解
決
策
は
、
消
極
的
功
利
主
義
が
「
寛
容
原
理
」
に

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
消
極
的
功
利
主
義
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ

こ
で
本
章
で
は
、「
寛
容
原
理
」
に
関
す
る
カ
ウ
フ
マ
ン
の
説
明
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
消
極
的
功
利
主
義
と
カ
ウ
フ
マ
ン
が
展
開
し
た

「
寛
容
」
と
の
関
連
性
に
注
目
す
る
こ
と
で
、『
消
極
的
功
利
主
義
』
な
ど
で
示
さ
れ
た
、
消
極
的
功
利
主
義
を
法
原
理
に
位
置
づ
け
よ

う
と
す
る
、
す
な
わ
ち
「
不
幸
」
の
積
極
的
な
定
義
を
許
容
し
よ
う
と
す
る
カ
ウ
フ
マ
ン
の
意
図
を
補
足
し
て
い
く
。

三－

一　
「
不
寛
容
」
と
「
受
動
的
な
許
容
」
の
否
定

カ
ウ
フ
マ
ン
の
提
示
し
た
法
原
理
と
し
て
の
「
寛
容
原
理
」
に
お
い
て
は
、
法
の
下
で
生
き
る
者
や
法
の
下
で
構
築
さ
れ
た
制
度
に

対
し
て
「
寛
容
で
あ
る
こ
と
」
を
前
提
条
件
と
し
て
求
め
て
い
る
。
こ
の
「
寛
容
原
理
」
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
な

ぜ
「
寛
容
原
理
」
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
「
寛
容
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
「
寛
容
」
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

カ
ウ
フ
マ
ン
の
提
示
す
る
「
寛
容
」
の
あ
り
方
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

最
初
に
、
な
ぜ
「
寛
容
」
で
あ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
関
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
逆
に
、
な
ぜ
「
不
寛
容
で
あ
る
べ
き
で

は
な
い
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
説
明
を
行
う
。
彼
の
述
べ
る
「
寛
容
」
が
一
般
的
な
理
解
に
お
け
る
寛
容
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と

（
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は
既
に
示
唆
し
た
が
、「
寛
容
」
の
反
対
で
あ
る
「
不
寛
容
（Intoleranz

）」
は
、
彼
の
記
述
を
追
う
限
り
、
単
純
に
他
者
の
意
見
や
存

在
を
「
許
容
で
き
な
い
」
も
し
く
は
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
こ
と
と
解
し
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
不
寛
容
」
を
有
す
る
者
、

す
な
わ
ち
不
寛
容
者
に
関
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
不
寛
容
者
は
現
代
社
会
に
存
在
す
る
複
雑
な
問
題
に
上
手
く
対
処
で
き
ず
、
解
決

策
も
見
出
し
得
な
い
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
寛
容
で
あ
る
こ
と
が
社
会
に
不
適
合
な
態
度
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
「
不
寛
容
で
あ

る
べ
き
で
は
な
い
」
と
結
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
不
寛
容
な
態
度
を
排
除
す
る
理
由
の
詳
述
に
先
立
っ
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
想
定
す
る
現
代
社
会
の
像
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ

う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
代
社
会
は
、
文
明
が
高
度
化
し
、
価
値
の
多
様
化
が
進
ん
だ
リ
ス
ク
社
会
で
あ
る
。
そ
し
て
、
リ
ス
ク
社
会
に

お
い
て
は
、
例
え
ば
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
規
制
や
制
度
に
関
す
る
問
題
と
い
っ
た
よ
う
な
解
決
困
難
で
あ
る
が
、
対
応
策
の
検
討
を
避

け
て
は
通
れ
な
い
複
雑
な
諸
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
諸
問
題
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
人
々
の
間
で
そ
の
是
非

に
つ
い
て
意
見
の
相
違
が
深
刻
で
あ
り
、
問
題
の
解
決
策
を
見
つ
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
そ

の
内
容
を
鑑
み
れ
ば
、
何
ら
か
の
対
処
策
を
決
定
す
る
こ
と
が
不
可
避
的
に
社
会
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
の

当
事
者
や
社
会
の
成
員
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
自
身
の
価
値
観
に
関
わ
る
た
め
に
問
題
に
つ
い
て
無
関
心
で
い
る
こ
と
が
困
難
で
、
社

会
と
し
て
の
対
処
策
の
内
容
や
、
自
ら
も
し
く
は
他
者
が
行
う
問
題
に
関
わ
る
行
為
に
関
し
て
、
自
ら
の
意
見
の
形
成
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
る
が
ゆ
え
に
、「
複
雑
な
社
会
は
開
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
健
全
な

照
準
点
（w

ohler R
ichtpunkt

）
は
存
在
す
る
が
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
か
を
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
と
こ
ろ
の
規
範
体
系

は
存
在
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
開
か
れ
た
社
会
（eine offene G

esellschaft

）」
で
は
、「
か
く
あ
る
べ
し
」

と
い
う
理
想
が
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
明
確
な
行
為
方
法
や
ル
ー
ル
と
い
っ
た
規
範
体
系

が
存
在
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
私
た
ち
に
は
、
そ
の
規
範
体
系
が
何
で
あ
る
の
か
を
決
定
す
る
、
も
し
く
は
、
そ
の
規
範
体
系
か
ら
導

（
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き
出
さ
れ
る
具
体
的
な
対
処
策
の
内
容
を
同
定
す
る
余
地
が
残
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
に
生
き
る
誰
し
も
が
行
為
状
況
を
誤
っ
て
評

価
し
て
し
ま
う
危
険
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
、
責
任
あ
る
行
動
を
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
も
の
を

規
範
体
系
に
組
み
込
む
か
に
つ
い
て
、
自
分
た
ち
自
身
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
、「
開
か
れ
た
社

会
」
に
お
け
る
規
範
は
、
ど
ん
な
場
面
、
時
代
に
つ
い
て
も
決
定
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
常
に
変
化
を
伴
い
、
社
会
か
ら

の
要
請
も
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
た
め
、
社
会
へ
の
適
切
な
対
応
を
要
請
さ
れ
る
私
た
ち
は
、
状
況
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
い
く
社
会
か

ら
の
要
請
に
即
し
て
、
あ
る
時
点
、
あ
る
場
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
べ
き
か
の
回
答
を
変
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
で
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
多
様
性
を
受
容
す
る
態
度
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
他
者
の
持
つ
多
様
な
意
見
を
拒
絶
し
て
し
ま
う
不
寛
容
者
が
前
述
し
た
社
会
の
変
化
や
複
雑
性
に
対
応
し
得
な
い
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
ま
ず
、
不
寛
容
者
は
、
自
ら
の
意
見
に
固
執
し
、
他
人
の
意
見
を
あ
く
ま
で
も
偏
見
（Vorurteil

）
と
位
置
づ
け
て
し
ま
う
。
さ

ら
に
、
こ
の
不
寛
容
者
は
、
自
分
に
と
っ
て
他
人
の
意
見
を
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
、
関
心
の
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
、
他
者
の

意
見
の
傾
聴
や
受
容
を
通
じ
て
自
分
の
意
見
に
と
っ
て
足
り
な
い
も
の
を
補
足
し
た
り
、
意
見
の
修
正
を
行
っ
た
り
、
他
人
と
の
討
議

を
通
じ
て
自
ら
の
意
見
を
洗
練
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
自
ら
の
狭
い
世
界
に
引
き
篭
も
り
、
広
く
大
き

な
現
実
世
界
と
向
き
合
う
こ
と
か
ら
逃
げ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
社
会
の
側
も
多
様
性
を
拒
絶
す
る
態
度
を
示
す
不
寛
容
者
を
排
除
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
不
寛
容
者
は
、
社
会
か
ら
の
排
除
ゆ
え
に
自
身
の
中
に
生
じ
た
不

安
を
解
消
す
る
た
め
に
、
自
ら
と
意
見
を
異
に
し
て
い
る
他
者
へ
の
攻
撃
的
姿
勢
を
示
し
、
時
に
は
暴
力
に
訴
え
て
で
も
他
人
の
意
見

を
封
じ
込
め
よ
う
と
す
る
偏
狭
な
姿
勢
を
強
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
不
寛
容
は
、
多
様
性
の
下
で
様
々
な
問
題
を
抱
え
な

が
ら
現
実
に
存
在
す
る
世
界
に
対
処
す
る
能
力
が
な
く
、
そ
の
世
界
自
体
か
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
現
実
世
界
に
お

け
る
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
べ
き
立
場
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
自
身
と
社
会
の
不
寛
容
を
相
互
補

（
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完
的
に
助
長
す
る
悪
循
環
を
も
た
ら
す
不
寛
容
の
立
場
を
法
原
理
は
忌
避
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、「
寛
容
」
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
含
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
答
え
て
い
く
。
こ
の
疑
問
に
関
し
て
は
、
さ
し
あ

た
っ
て
本
節
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
自
ら
の
望
む
「
寛
容
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
強
調
し
て
い
る
「
受
動
的
な
許
容
（passives D

ulden

）」

に
の
み
言
及
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
支
持
す
る
「
寛
容
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
一
般
的
に
寛
容
の
観
念

が
指
し
示
し
て
い
る
「
許
容
す
る
」
と
か
「
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
受
動
的
な
許
容
」
と
呼
び
、
批
判
し
て
い
る
。「
受
動
的

な
許
容
」
は
、
単
に
相
手
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
状
態
で
あ
る
。「
受
動
的
な
許
容
」
を
行
う
者
は
、
第
一
に
、
時
と

し
て
、
自
ら
が
持
つ
絶
対
的
な
真
理
に
反
す
る
悪
や
誤
謬
を
必
要
悪
と
し
て
受
容
し
、
受
け
入
れ
た
く
は
な
い
と
い
う
自
ら
の
意
志
に

反
し
て
相
手
の
意
見
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
受
動
的
な
許
容
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
内
容
の
こ
と
に
対
す
る
許
容
を
要
請
す
る

た
め
に
、「
受
動
的
な
許
容
」
の
下
に
い
る
人
々
は
自
ら
の
意
見
や
存
在
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
意
見
や
存
在
の
絶
対
性
を
拒
否
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
結
果
、
人
々
は
絶
対
的
な
相
対
主
義
、
さ
ら
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
陥
り
、
自
分
と
は
意
見
を
異
に
す
る
存
在
を
真

の
意
味
で
は
受
け
入
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
懐
疑
主
義
へ
と
進
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、「
受
動
的
な
許
容
」
自
体
を
絶
対
的

で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
視
点
は
、「
受
動
的
な
許
容
」
の
信
念
に
関
し
て
異
を
唱
え
る
人
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
人
を
受
容
で
き
ず
、

寛
容
と
は
正
反
対
の
不
寛
容
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
社
会
の
中
で
あ
る
特
定
の
多
数
派
が
存
在
す
る
時
、「
受
動
的

な
許
容
」
は
、
少
数
派
に
こ
の
多
数
派
の
利
害
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
要
請
し
、
人
々
が
現
状
で
既
に
抱
え
て
い
る
不
平
等
を
さ
ら
に

促
進
す
る
と
い
う
弊
害
を
も
た
ら
し
、
少
数
者
を
抑
圧
す
る
寛
容
の
強
制
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
様
々
な
弊
害
や
矛
盾

の
た
め
に
、「
受
動
的
な
許
容
」
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
、
そ
の
信
念
の
維
持
が
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
る
上
に
、
真
の
意
味
で
の
寛

容
で
は
あ
り
得
ず
、
人
間
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
原
因
と
な
る
偽
の
寛
容
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三－
二　
「
能
動
的
な
行
為
」
と
し
て
の
「
寛
容
」

「
受
動
的
な
許
容
」
に
対
し
て
カ
ウ
フ
マ
ン
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
寛
容
は
、
積
極
的
に
客
体
を
認
め
る
と
い
う
「
能
動
的
な
行
為

0

0

0

0

0

0

（actives H
andeln

）
で
あ
り
、
単
な
る
受
動
的
な
許
容
で
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
能
動
的
な
行
為
と
し
て
の
寛
容
」（
以
下
、

「
寛
容
」
と
す
る
）
は
、「
受
動
的
な
許
容
」
の
よ
う
に
、
た
だ
耐
え
忍
ん
で
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
内
容
に
関
し
て
自
ら
が
納
得
し
た

上
で
能
動
的
に
、
す
な
わ
ち
自
発
的
に
受
容
す
る
。
こ
の
積
極
的
な
意
味
で
の
自
発
性
を
伴
う
と
い
う
点
が
、
こ
の
「
寛
容
」
と
「
単

な
る
受
動
的
な
許
容
」
を
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
発
性
の
前
提
と
し
て
、「
寛
容
」
の
立
場
を
取
る
者
に
は
、
相
手
の
意
見
に

納
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
納
得
の
た
め
に
相
手
の
意
見
を
批
判
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
寛
容
で
あ
る
こ
と
と
批
判
を
行

う
こ
と
は
決
し
て
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
両
者
を
「
真
理
（W

ahrheit

）」
の
発
見
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に

よ
っ
て
結
び
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
寛
容
」
に
よ
る
自
発
的
な
受
容
は
、
真
理
発
見
の
た
め
の
他
者
と
の
討
議
（A

useinandersetzung

）

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
真
理
と
は
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
人
の
人
間
の
認

識
能
力
で
は
断
片
的
に
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
真
理
は
、
討
議
を
行
う
主
体
の
間
の
単
な
る
妥
協
に

よ
る
産
物
と
は
異
な
っ
て
、
各
主
体
が
有
し
て
い
る
主
観
的
諸
契
機
を
討
議
の
相
手
方
と
の
協
働
に
よ
っ
て
相
互
に
弱
め
、
相
殺
し
た

と
こ
ろ
に
生
じ
る
い
く
つ
か
の
客
観
的
諸
契
機
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
他
人
と
の
協
働
、
す
な
わ
ち
他
者
と

の
討
議
の
中
で
意
見
を
衝
突
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
、
も
し
く
は
、
得
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
合
意
の
具
体
的
内
容
こ

そ
が
真
理
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
真
理
は
討
議
を
行
う
主
体
同
士
が
互
い
に
内
容
に
関
し
て
納
得
で
き
る
内
容
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
真
理
を
発
見
す
る
と
い
う
手
続
き
は
、
前
章
で
触
れ
た
真
理
の
収
斂
理
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
寛
容
」
に
お
い
て
、
相

手
の
意
見
を
納
得
し
た
上
で
自
発
的
に
受
容
す
る
主
体
は
、
自
ら
を
真
理
の
発
見
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
自
認
し
、
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、
彼
と
の
間
で
話
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
「
異
な
っ
た
人
々
の
互
い
に
依
存
し
な
い
認
識
の
う
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ち
に
あ
る
有
力
な
も
の
の
収
斂
（konvergenz einer M

ehrheit

）」
に
よ
っ
て
私
の
知
る
限
り
の
真
理
を
発
見
し
て
い
く
。
こ
の
真
理
発

見
の
際
に
、
真
理
発
見
過
程
に
あ
る
自
己
は
、
否
定
原
理
に
即
し
て
誤
謬
を
有
す
る
他
者
を
そ
の
誤
謬
に
関
し
て
批
判
し
、
そ
の
誤
謬

排
除
を
他
者
と
の
間
で
合
意
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
お
い
て
「
寛
容
」
は
前
述
し
た
他
者
へ
の
批
判
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
批
判
は
、
決
し
て
独
り
よ
が
り
な
自
己
正
当
化
の
過
程
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
寛
容
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
他

者
へ
の
批
判
は
、
他
者
と
同
様
に
自
己
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
誤
謬
を
有
し
得
る
、
さ
ら
に
は
現
に
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
と
、

真
理
を
追
究
し
て
い
る
自
己
と
同
様
に
他
者
も
ま
た
真
理
を
追
究
し
得
る
能
力
を
有
し
、
現
に
自
己
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中

で
真
理
を
追
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
自
他
が
共
に
、

相
手
に
対
す
る
人
格
の
承
認
と
尊
重
、
相
手
へ
の
信
頼
、
相
手
の
意
見
を
傾
聴
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て
相
手
の
存
在
そ
の
も
の
を
本
気

で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
基
本
的
な
作
法
と
し
て
受
け
入
れ
た
上
で
相
手
へ
の
批
判
は
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
真
理
の
追

究
は
、
あ
る
認
識
を
求
め
る
各
個
人
の
諸
言
明
は
等
し
く
、
私
が
そ
の
言
明
の
全
て
に
関
し
て
私
に
と
っ
て
の
真
理
を
発
見
す
る
た
め

に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
と
積
極
的
な
評
価
を
下
し
得
る
と
い
う
多
元
主
義
（P

luralism
us

）
を
実
現
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
寛
容
」
は
、
高
度
な
自
己
抑
制
（höhere Selbstüberw

indung

）
を
伴
っ
た
理
性
の
行
為
（eine Tat der Vernunft

）
と
し
て
能
動

的
に
達
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
感
情
の
動
き
（R

egung des G
em

üt

）
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
寛
容
」
は
自
己
に
と
っ
て

の
真
理
を
追
究
す
る
こ
と
を
根
本
的
な
目
的
に
置
い
て
い
る
た
め
、「
寛
容
」
に
基
づ
く
立
場
で
は
、
究
極
的
に
は
自
分
の
意
に
反
し
て

相
手
を
受
け
入
れ
た
り
、
絶
対
的
な
相
対
主
義
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
寛
容
」
は
、
自
ら
の
信
念
を
保
持
し
な
が

ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
絶
対
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
不
寛
容
へ
と
自
ら
を
誘
う
こ
と
の
な
い
「
相
対
的
な
相
対
主

義
（relativer R

elativism
us

）」
を
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
真
理
は
、
前
述
し
た
「
真
理
の
収
斂
理
論
」
に
お
い
て

も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
理
想
的
な
発
話
状
況
（ideale 
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Sprechsituation

）」
の
充
足
下
で
の
合
意
形
式
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
そ
の
よ
う
合
意
形
式
の
下
で
成
立
す
る
も
し
く
は
成
立
す
べ
き
具
体

的
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
真
理
を
目
指
し
て
各
主
体
が
他
者
と
交
わ
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
カ
ウ

フ
マ
ン
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
「
寛
容
」
な
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
不
寛
容
者
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
社
会
へ
の
対
応
能
力
を
有
し
得
な
い
が
ゆ
え
に
忌
避
さ
れ
る
べ
き
態
度
で
あ
る

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
が
、「
寛
容
」
を
採
用
す
る
者
、
す
な
わ
ち
、「
寛
容
者
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
反
対
で
あ

る
た
め
に
、
推
奨
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
寛
容
者
」
が
持
つ
、
他
者
を
信
頼
し
、
自
他
が
共
に
持
ち
得
る
誤
謬
を
覚
悟
し
な
が
ら
真
理

の
存
在
を
信
じ
て
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
真
理
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
態
度
こ
そ
が
、
社
会
の
変
化
や
複
雑
性
に

対
応
し
得
る
態
度
だ
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
に
対
し
て
開
か
れ
た
態
度
を
取
る
「
寛
容
者
」
は
、
自
ら
が
有
し
て
い
る
よ
り
も

良
い
情
報
を
他
者
が
持
ち
得
る
こ
と
、
社
会
の
複
雑
性
へ
の
対
応
策
に
関
す
る
回
答
も
決
し
て
最
終
的
で
絶
対
的
な
も
の
に
は
な
り
え

ず
、
常
に
変
化
す
る
世
界
の
中
で
そ
の
回
答
も
ま
た
可
変
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
受
容
し
、
複
雑
な
社
会
と
向
か
い
合
う
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
寛
容
」
は
、
現
代
の
複
雑
な
社
会
を
生
き
る
上
で
重
要
な
概
念
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は

寛
容
を
法
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
寛
容
」
の
議
論
を
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
度
々
重
要
な
哲
学
の

テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
宗
教
的
な
寛
容
、
各
人
の
信
仰
に
関
す
る
寛
容
の
系
譜
を
辿
る
形
で
叙
述
し
、
近
代
社
会
が
進
展
し
、

社
会
で
議
論
の
出
発
点
と
な
る
規
範
が
変
遷
し
て
い
く
に
つ
れ
て
寛
容
は
宗
教
の
領
域
か
ら
道
徳
の
領
域
、
法
の
領
域
へ
と
広
が
っ
て

き
た
の
だ
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
現
代
社
会
に
と
っ
て
焦
眉
の
問
題
で
あ
る
「
正
し
い
法
」
に
よ
る
問
題
解
決
と
、
そ
の
前
提
と
な

る
「
正
し
い
法
」
の
認
識
の
た
め
に
「
寛
容
」
に
依
拠
し
た
法
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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三－

三　
「
寛
容
」
と
「
自
由
」

こ
こ
ま
で
で
カ
ウ
フ
マ
ン
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
「
寛
容
」
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
能
動
的
な
行
為
と
し
て
の
寛
容
」
を
解
説
し

て
き
た
。
こ
の
「
寛
容
」
に
お
い
て
は
、
真
理
の
追
究
が
前
提
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
そ
の
真
理
の
具
体
的
内

容
と
し
て
、
ペ
ー
タ
ー
・
ノ
ル
に
依
拠
し
な
が
ら
、「
自
由
（Freiheit

）」
の
概
念
の
存
在
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
自
由
」

の
概
念
は
、
消
極
的
功
利
主
義
が
求
め
る
も
の
と
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
、「
自
由
」
は
、「
寛
容
」
を
法
原
理
と
し
て
い
く
た
め
の
更

な
る
根
拠
付
け
に
資
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
「
自
由
」
の
概
念
と
「
寛
容
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
触
れ
て
い
く
。

ま
ず
、「
自
由
」
の
概
念
の
説
明
に
関
連
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
強
調
す
る
「
不
寛
容
に
対
す
る
不
寛
容
（Intoleranz gegen Intoleranz

）」

の
議
論
か
ら
出
発
す
る
。「
寛
容
」
に
お
い
て
は
、
真
理
を
追
究
す
る
態
度
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ

ウ
フ
マ
ン
は
、「
完
全
に
絶
対
的
な
真
理
を
所
有
す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
者
は
誰
で
あ
れ
寛
容
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
述
べ
、
真
理
の

存
在
自
体
を
否
定
す
る
立
場
を
禁
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
の
存
在
や
真
理
追
究
の
姿
勢
自
体
を
拒
絶
す
る
「
不
寛
容
」
な
態
度

は
許
容
さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
に
、「
寛
容
者
」
に
は
、
前
述
し
た
他
者
の
意
見
や
存
在
の
受
容
と
尊
重
、
つ
ま
り
、
真
理
を
共
に
追
究

す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
他
者
を
人
格
と
し
て
承
認
か
つ
尊
重
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
真
理
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
自
体
を
受
容

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
真
理
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
の
是
認
と
い
う
立
場
か
ら
、「
不
寛
容
に
対
す
る
不
寛
容

（Intoleranz gegen Intoleranz

）」
が
、
つ
ま
り
不
寛
容
な
者
が
取
る
不
寛
容
な
態
度
を
「
寛
容
者
」
は
許
容
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う

こ
と
が
導
出
さ
れ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
こ
の
「
不
寛
容
に
対
す
る
不
寛
容
」
と
い
う
態
度
が
従
来
か
ら
一
般
的
な
寛
容
論
に
お
い
て

重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、「
不
寛
容
に
対
す
る
不
寛
容
」
は
、
自
ら
が
「
寛
容
者
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
限

り
、
絶
対
的
に
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
態
度
だ
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
不
寛
容
に
対
す
る
不
寛
容
」
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
真

理
の
存
在
を
担
保
す
る
た
め
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
真
理
の
存
在
を
担
保
す
る
た
め
の
条
件
に
関
連
し
て
「
自
由
」

（
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の
概
念
が
展
開
さ
れ
る
。

こ
の
「
自
由
」
と
は
、
単
な
る
自
己
の
行
為
に
関
す
る
自
由
で
は
な
く
、
自
己
も
含
め
た
誰
し
も
が
真
理
を
追
究
す
る
討
議
に
お
い

て
制
約
な
く
意
見
が
述
べ
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
」
は
真
理
の
発
見
へ
向
け
た
言
論
の
自
由
で
あ
る
。
前

述
で
は
、
真
理
の
存
在
を
担
保
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
「
不
寛
容
に
対
す
る
不
寛
容
」
を
示
し
た
が
、
こ
の
「
自
由
」
の
概
念
に
お

い
て
は
、
さ
ら
に
広
く
、
真
理
の
存
在
そ
し
て
真
理
の
追
究
を
担
保
す
る
条
件
と
し
て
の
討
議
空
間
の
確
保
、
前
述
し
た
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
「
理
想
的
な
発
話
状
況
」
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
異
な
り
、
討
議
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
内

容
に
つ
い
て
の
真
理
性
を
問
う
わ
け
だ
が
、
結
果
の
み
を
重
視
す
る
帰
結
主
義
で
は
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
多
く
の
意
見
の
自
由
な

討
議
に
お
い
て
（in der freien A

useinandersetzung

）
の
み
真
理
は
機
会
を
持
つ
」
と
述
べ
、
結
果
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
結
果
の
導

出
手
続
き
に
関
し
て
も
正
当
で
あ
る
こ
と
を
求
め
、
他
者
と
の
討
議
の
結
果
で
あ
る
真
理
は
、「
自
由
」
と
い
う
形
式
的
要
件
が
満
た
さ

れ
た
上
で
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
十
分
な
意
味
は
持
ち
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
不
寛
容
の
よ
う
に
真
理
追
究
を

そ
も
そ
も
諦
め
て
し
ま
っ
て
い
る
態
度
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
加
え
て
、
寛
容
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
が
真
理
追
究
の
目

的
を
逸
脱
し
て
他
者
の
不
寛
容
な
態
度
に
対
し
て
ま
で
も
寛
容
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
真
理
追
究
の
目
的

を
逸
脱
し
た
受
容
は
、
制
約
の
な
い
意
見
表
明
の
可
能
性
と
し
て
の
「
自
由
」
を
危
殆
化
し
、
他
者
の
意
見
表
明
の
自
由
を
否
定
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
く
ら
寛
容
で
あ
ろ
う
と
も
「
不
寛
容
に
対
す
る
寛
容
」
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
寛
容
」
は
、「
自
由
」
を
前
提
条
件
と
し
て
、「
自
由
」
を
危
殆
化
す
る
あ
ら
ゆ
る
様
態
を
認
め
な
い
わ
け
だ
が
、
一

方
で
「
自
由
」
も
ま
た
「
寛
容
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
討
議
に
お
け
る
無
制
約
な
意
見
陳
述
の
た
め
に
は
、
否
定
原
理
に
基
づ
き
誤

謬
の
存
在
可
能
性
を
意
識
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
他
者
の
存
在
を
受
容
し
、
他
者
の
意
見
を
傾
聴
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

他
者
の
受
容
や
傾
聴
に
先
立
ち
、
他
者
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
重
要
と
な
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
一
人
の
者
は
常
に

（
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不
正
で
あ
る
、
真
実
は
二
者
を
以
っ
て
始
ま
る
（E

iner hat im
m

er unrecht, m
it zw

eien beginnt die W
ahrheit

）。」
と
い
う
言
葉
を
引
用

し
、
適
切
な
認
識
の
た
め
に
は
、
他
者
の
存
在
と
他
者
と
の
意
見
交
換
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
適
切
な
認
識

に
基
づ
き
自
ら
が
「
寛
容
」
で
あ
る
た
め
に
、
他
者
の
存
在
が
絶
対
と
さ
れ
、
他
者
が
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
も
し
く
は
、

目
の
前
に
い
る
他
者
の
存
在
を
拒
絶
し
な
い
こ
と
が
「
寛
容
者
」
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
真
理
の
収
斂
理
論
に
お
い
て
誤

謬
発
見
を
重
視
す
る
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
誤
謬
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
、
誤
謬
の
存
在
自
体
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
て
い
る
。
誤
謬
が

す
な
わ
ち
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
誤
謬
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
立
場
は
拒
絶
さ
れ
、
誤
謬
の
存
在

に
も
「
寛
容
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
誤
謬
を
判
定
す
る
空
間
を
確
保
す
る
「
自
由
」
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
真
理
追
究
を
求
め
る
「
寛
容
」
は
、
自
己
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
討
議
主
体
が
「
自
由
」
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
の
み
実
現
し
、
ま
た
「
自
由
」
な
状
態
は
あ
ら
ゆ
る
討
議
主
体
が
「
寛
容
」
で
あ
る
態
度
を
示
し
て
い
る
時
に
の
み
成
立

す
る
と
い
う
「
寛
容
」
と
「
自
由
」
の
相
互
関
係
の
構
図
が
見
い
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
相
互
関
係
は
、
前
述
し
た
他
者
の
存
在

の
受
容
や
誤
謬
の
存
在
そ
の
も
の
の
受
容
な
ど
を
鑑
み
る
と
、
現
実
に
適
用
す
る
場
面
で
は
非
常
に
錯
綜
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
錯

綜
の
根
本
に
は
、「
寛
容
」
や
「
自
由
」
の
議
論
が
普
遍
的
な
命
題
で
あ
る
の
だ
が
、
具
体
的
な
個
人
の
想
定
を
包
含
し
き
れ
な
い
抽
象

的
な
議
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
全
て
の
人
間
が
同
じ
水
準
で
討
議
可
能
な
能
力
を
有
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
た
め
、
自
由
な
討
議
空
間
を
形
式
的
な
制
度
と
し
て
設
定
で
き
て
も
目
的
合
理
的
に
作
動
す
る
と
は
考
え
難
い
。
そ
の

一
方
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
「
寛
容
」
は
、
消
極
的
功
利
主
義
と
同
様
に
、
公
共
善
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
た
、
社
会
的
正
義
の

一
つ
の
要
素
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
寛
容
」
と
「
自
由
」
は
、
社
会
正
義
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
に
、
現
実
の
具
体

的
な
法
的
問
題
の
指
針
足
り
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
前
述
ま
で
で
展
開
し
た
内
容
に
加
え
て
、
複
雑
性

の
内
実
を
考
慮
に
入
れ
た
更
な
る
命
題
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
更
な
る
命
題
に
該
当
す
る
も
の
が
消
極
的
功
利
主
義
で
あ
る
。
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そ
こ
で
次
節
で
は
、
こ
の
視
点
か
ら
消
極
的
功
利
主
義
と
「
寛
容
」
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

三－

四　
「
寛
容
」
で
あ
る
た
め
の
消
極
的
功
利
主
義

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
不
幸
を
阻
止
す
る
こ
と
が
寛
容
を
導
き
、
寛
容
が
不
幸
の
阻
止
を
導
く
」
と
述
べ
て
い
る
。「
寛
容
」
と
消
極
的

功
利
主
義
の
関
係
は
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
こ
の
関
係
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
く
。

最
初
に
「
寛
容
」
と
消
極
的
功
利
主
義
の
議
論
の
導
出
経
緯
を
確
認
し
て
お
く
。
カ
ウ
フ
マ
ン
の
議
論
経
緯
を
鑑
み
れ
ば
、「
寛
容
」

の
議
論
は
、
消
極
的
功
利
主
義
よ
り
も
以
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
寛
容
」
の
議
論
か
ら
出
発
し
た
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、

「
寛
容
」
の
態
度
が
複
雑
性
の
前
で
立
ち
止
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
消
極
的
功
利
主
義
に
よ
っ
て
内
容
的
な
条
件
付
け
を
加
え
る
こ

と
で
、
現
実
に
生
じ
て
い
る
問
題
に
対
応
し
得
る
具
体
的
な
規
範
体
系
へ
と
高
め
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
以
下
で
は
こ
う
し
た
議
論
経

緯
に
お
い
て
な
さ
れ
た
「
寛
容
」
と
消
極
的
功
利
主
義
の
関
係
性
を
理
論
的
に
考
察
し
て
い
く
。

前
節
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
お
け
る
「
寛
容
」
と
「
自
由
」
の
相
互
関
係
の
構
図
を
概
観
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
法
理
論
を
展
開
す
る

上
で
依
拠
す
る
哲
学
的
前
提
の
構
造
を
「
寛
容
」
の
視
点
か
ら
確
認
し
た
。
こ
の
構
図
に
お
い
て
、「
寛
容
」
も
し
く
は
「
自
由
」
又
は

そ
の
両
方
を
志
向
す
る
「
寛
容
者
」
は
、
自
ら
の
生
き
る
世
界
に
他
者
と
誤
謬
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
と

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
前
述
ま
で
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
他
者
と
誤
謬
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
、「
真
理
の
具
体
的
内
容
は
存
在

し
な
い
」、「
そ
れ
は
原
理
的
に
導
出
さ
れ
得
も
し
な
い
」
と
主
張
す
る
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
絶
対
的
な
価
値
相
対
主
義
を
基
礎
付
け

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
は
、
真
理
の
具
体
的
内
容
は
他
者
と
の
間
で
誤
謬
排
除
を
通
じ
て
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
基
礎
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
真
理
の
追
求
を
重
視
す
る
カ
ウ
フ
マ
ン
の
姿
勢
は
、
他
者
の
主
張
や
誤
謬
の
真
理
性
が
原
理
的
に

不
可
知
で
し
か
あ
り
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
他
者
の
主
張
や
誤
謬
の
真
理
性
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
一
旦
仮
定
し
、
受
容
し
て
お
く
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と
い
う
立
場
も
許
容
し
得
な
い
。
こ
の
た
め
、
他
者
の
主
張
や
誤
謬
が
存
在
す
る
こ
と
が
実
質
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
状
態
が
要
請
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
「
不
幸
の
阻
止
」
は
、
他
者
の
主
張
や
誤
謬
が
存
在
す
る
こ
と
の
実
質
的
な
保
証
に
関
連
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

前
節
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
お
け
る
「
自
由
」、
す
な
わ
ち
「
制
約
な
く
自
ら
の
意
見
が
主
張
で
き
る
状
態
」
を
形
式
的
手
続
き
の
観

点
か
ら
説
明
し
た
。
し
か
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
寛
容
」
の
態
度
に
関
し
て
、「
寛
容
者
は
開
か
れ
た
状
況
に
対
し
て
開
い
て
お
り
、

他
者
が
お
そ
ら
く
自
ら
よ
り
も
良
き
情
報
を
持
ち
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
り
、
新
し
い
状
況
が
新
し
い
解
釈
を
要
請
す
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
寛
容
者
は
そ
の
際
に
も
、
複
雑
性
に
関
す
る
解
釈
の
み
が
常
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
解
釈
が
複
雑
性
に
関

し
て
最
終
的
で
も
絶
対
的
で
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
寛
容
者
は
変
化
し
て
い
く
世
界
に
対
し

て
開
か
れ
て
応
じ
、
そ
の
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
配
慮
し
て
い
る
。
寛
容
者
は
複
雑
性
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
り
上
げ
、

世
界
を
よ
り
人
間
ら
し
く
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、
一
定
の
規
範
体
系
に
固
執
せ
ず
、
自
ら
の
考
え
を
社
会

の
流
動
性
に
適
合
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
複
雑
な
社
会
に
向
か
い
合
い
得
る
の
だ
と
考
え
、
人
間
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
質
的

な
成
立
と
継
続
を
重
視
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
に
と
っ
て
「
自
由
」
は
、「
寛
容
」
や
真
理
の
収
斂
理
論
に
関
わ
る

哲
学
的
な
議
論
に
お
い
て
の
み
展
開
さ
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
常
に
具
体
的
な
世
界
と
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

背
景
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
、
刑
法
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
国
家
の
持
つ
刑
罰
権
の
限
界
を
ど
こ
に
見
い
出
し
、
国
家
が

持
つ
刑
罰
権
を
法
に
よ
っ
て
い
か
に
制
約
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
度
々
「
自
由
」
の
確
保
を
基
準
に
し
た
主
張
を
展

開
し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
は
、「
自
由
」
は
、
人
間
の
自
律
と
尊
厳
に
根
差
し
た
も
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
裏
返
し
て

言
え
ば
、
人
間
の
自
律
と
尊
厳
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
状
態
が
「
不
自
由
」
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
彼
に
と
っ
て
、「
意

見
の
制
約
な
き
表
明
の
可
能
性
」
は
、
形
式
手
続
き
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
世
界
を
人
間
に
相
応
し
い
も
の
と
す
る
た
め
の
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「
人
間
の
自
律
と
尊
厳
が
確
保
さ
れ
た
状
態
」
と
い
う
実
質
的
な
内
容
が
伴
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
私
た

ち
人
間
が
「
寛
容
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
、
自
ら
の
世
界
に
住
む
劣
悪
な
状
態
に
置
か
れ
た
社
会
的
な
弱
者
や
貧
者
に

つ
い
て
、「
彼
ら
を
実
存
的
な
困
窮
か
ら
解
放
し
、
彼
ら
が
人
間
の
尊
厳
に
適
っ
た
人
生
を
送
れ
る
よ
う
援
助
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
場
合
に
し
か
彼
ら
は
、
自
由
で
寛
容
な
社
会
に
対
し
て
自
身
を
解
放
す
る
機
会
を
持
た
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ロ
ー
ル
ズ

は
平
等
な
機
会
の
保
証
こ
そ
を
自
由
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
明
確
に
、
機
会
の
付
与
を
超
え
た
、
物
質
的
な

最
低
限
の
保
証
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
同
じ
箇
所
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
社
会
的
弱
者
が
不
幸
に
生
き
る
限
り
、
人
間
の

尊
厳
、
自
由
、
文
化
、
寛
容
は
、
社
会
的
弱
者
に
と
っ
て
人
間
の
可
能
性
で
は
な
く
、
飢
え
た
者
や
渇
い
た
者
に
は
神
も
ま
た
パ
ン
と

水
の
形
で
し
か
現
れ
得
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
単
な
る
観
念
と
し
て
の
自
由
や
寛
容
、
人
間
の
尊
厳
ま
た
は
、
そ

う
し
た
観
念
的
な
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
形
式
的
な
手
続
き
の
確
保
に
と
ど
ま
ら
ず
、
最
低
限
の
人
間
ら
し
い
生
活
の
確
保
に
向
け

た
物
質
的
な
援
助
も
し
く
は
実
質
的
な
生
活
の
向
上
に
資
す
る
具
体
的
な
権
利
の
付
与
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
。
さ
ら
に
、「
寛
容
」
に
基
づ
く
弱
者
の
保
護
の
根
幹
は
、
人
間
の
生
命
の
尊
重
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
少
数
者
の
不
幸

の
回
避
」
を
目
的
と
す
る
消
極
的
功
利
主
義
と
の
関
連
点
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
消
極
的
功
利
主
義
で
は
、
抽
象
的
な
平
等
論
、

平
均
的
な
人
間
モ
デ
ル
に
立
脚
し
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
構
成
員
へ
の
平
等
な
権
利
の
付
与
で
は
な
く
、
多
種
多
様
で
具
体
的
な
人
間
モ
デ

ル
に
立
脚
し
、
少
数
者
と
い
う
特
定
の
人
々
の
抱
え
る
特
定
の
実
質
的
な
不
幸
、
特
に
生
命
の
危
機
に
関
わ
る
不
幸
に
着
目
し
、
そ
の

不
幸
へ
の
対
応
を
迫
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
は
な
る
が
、
消
極
的
功
利
主
義
に
則
す
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
物
質
的
援
助

や
権
利
の
付
与
は
、
幸
福
増
進
で
は
な
く
、
不
幸
の
回
避
の
た
め
に
の
み
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

「
自
由
な
状
態
の
確
保
」
と
対
比
さ
れ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
不
自
由
で
な
い
状
態
の
確
保
」、
人
間
の
尊
厳
に
適
っ
た
最
低
限
の
生
活
を

過
不
足
な
く
保
証
し
、
生
命
の
尊
重
を
第
一
に
志
向
す
る
社
会
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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た
だ
し
補
足
を
加
え
る
な
ら
ば
、「
寛
容
」
と
消
極
的
功
利
主
義
も
ま
た
「
寛
容
」
と
「
自
由
」
の
関
係
と
同
様
に
相
互
補
完
的
な
関

係
を
形
成
し
て
い
る
。
前
述
で
示
し
た
よ
う
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
「
寛
容
が
不
幸
の
阻
止
を
導
く
」
と
述
べ
て
い
る
。「
寛
容
」
は
、

人
々
が
目
の
前
で
抱
え
る
問
題
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
積
極
的
な
定
義
を
避
け
、
否
定
原
理
に
従
っ
て
誤
謬
発
見
と
誤

謬
排
除
の
み
に
よ
り
解
決
策
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
否
定
原
理
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
命
題
は
、
そ
の
導
出
過
程
が
「
寛

容
」
に
基
づ
く
他
者
と
の
対
話
と
合
意
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
普
遍
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
内
容
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
他

者
と
の
対
話
と
合
意
に
基
づ
か
な
い
命
題
を
カ
ウ
フ
マ
ン
は
許
容
し
な
い
。

ま
た
、
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
相
互
的
な
関
係
の
一
方
で
消
極
的
功
利
主
義
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
消
極
的
功
利
主
義
を
誰
も
が
合
意
可
能
で
あ
り
、
一
般
化
可
能
な
規
範
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
一
方
で
、

「
多
く
の
人
々
が
現
代
社
会
の
複
雑
性
の
前
で
、
無
関
心
と
不
寛
容
を
持
っ
て
そ
の
複
雑
性
に
対
応
す
る
以
外
に
術
を
心
得
て
い
な
い
と

い
う
非
難
を
な
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
各
人
は
、
変
化
し
続
け
る
状
況
そ
し
て
主
張
と
根
本
的
に
取
り
組
み
続
け
る
力
を
ほ
と
ん
ど

有
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
消
極
的
功
利
主
義
に
合
意
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、「
寛
容
」
の
姿
勢
を

維
持
で
き
な
い
こ
と
に
は
許
容
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
寛
容
」
と
消
極
的
功
利
主
義
の
相
互

補
完
的
な
関
係
を
示
し
な
が
ら
も
、
規
範
と
し
て
の
重
点
を
消
極
的
功
利
主
義
に
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
規
範
の
領
域
に
お
い
て

実
現
が
最
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
消
極
的
功
利
主
義
、「
不
幸
の
回
避
、
削
減
」
で
あ
る
。
変
わ
り
続
け
る
社
会
と
問
題
の
多
元
性
に

対
応
す
る
原
理
の
適
用
に
つ
い
て
の
十
分
な
配
慮
は
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
消
極
的
功
利
主
義
に
関
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
主
体
の

義
務
が
最
も
重
視
さ
れ
る
べ
き
義
務
な
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
消
極
的
功
利
主
義
に
関
し
て
、
真
理
追
究
を
求
め
る
「
能
動
的
な
行
為
と
し
て
寛
容
」
の
側
面
か
ら
補
足
を
試
み
て
き
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た
。
そ
し
て
、「
寛
容
」
と
消
極
的
功
利
主
義
の
両
方
に
関
連
す
る
「
自
由
」
の
概
念
の
検
討
か
ら
、
消
極
的
功
利
主
義
に
お
け
る
実
質

的
な
不
幸
は
、
討
議
に
参
加
す
る
個
々
人
の
「
意
見
の
無
制
約
な
主
張
」
を
保
証
す
る
基
盤
と
な
る
人
間
の
尊
厳
や
自
律
の
確
保
、
さ

ら
に
言
え
ば
、
人
間
の
尊
厳
や
自
律
の
前
提
と
な
る
人
間
ら
し
い
生
活
の
確
保
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、「
寛
容
」
と
消
極
的
功

利
主
義
は
、
相
互
を
保
証
し
合
う
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
が
、
規
範
と
し
て
の
絶
対
性
の
面
に
お
い
て
消
極
的
功
利
主
義
を
カ
ウ
フ
マ

ン
が
よ
り
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
実
質
的
な
内
容
を
持
つ
不
幸

を
取
り
扱
う
命
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
具
体
的
な
内
容
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、

消
極
的
功
利
主
義
に
つ
い
て
、
冒
頭
で
示
し
た
命
題
の
理
論
的
整
合
性
の
説
明
に
は
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
何
が
少
数

者
の
不
幸
で
あ
り
、
何
が
真
理
で
あ
り
、
何
が
誤
謬
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
カ
ウ
フ
マ
ン
は
実
質
的
な
議
論
に
踏
み
込
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
次
章
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
展
開
し
た
不
幸
に
関
す
る
実
質
的
な
議
論
を
概
観
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
に
と
っ
て
の
不

幸
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四　

消
極
的
功
利
主
義
に
お
け
る
不
幸
へ
の
注
目

前
章
ま
で
で
消
極
的
功
利
主
義
の
理
論
的
な
構
成
と
背
景
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
真
理
を
目
指
す
者
同
士
が
対
話
を
重
視

す
る
「
寛
容
」
の
態
度
に
基
づ
い
て
問
題
の
要
素
に
関
し
て
否
定
原
理
を
用
い
た
真
理
へ
の
収
斂
を
行
い
、
少
数
者
の
持
つ
不
幸
の
具

体
的
内
容
を
確
定
し
、
そ
の
不
幸
の
回
避
を
実
現
す
る
と
い
う
消
極
的
功
利
主
義
の
理
念
の
内
容
を
示
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
背
景

に
は
、
現
代
社
会
が
抱
え
る
複
雑
な
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
超
時
間
的
な
解
決
策
で
は
な
く
、
時
宜
に
適
っ
た
解
決
策
を
見
い
出
し
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得
る
方
法
が
取
ら
れ
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
カ
ウ
フ
マ
ン
の
姿
勢
が
あ
る
こ
と
も
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
展
開
か
ら
構
成
さ

れ
る
消
極
的
功
利
主
義
の
命
題
は
、
不
幸
概
念
の
導
出
手
続
き
、
不
幸
概
念
の
導
出
可
能
性
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
カ
ウ
フ
マ

ン
が
功
利
主
義
一
般
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で
導
出
さ
れ
る
命
題
が
内
容
空
虚
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
批
判
を

免
れ
得
な
い
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
あ
く
ま
で
も
不
幸
が
、
幸
福
よ
り
も
具
体
的
で
あ
り
、
不
幸
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
理
解
が
普
遍
化
可
能
で
あ
り
、

社
会
的
に
対
処
す
べ
き
事
柄
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
不
幸
へ
の
対
応
の
姿
勢
こ
そ
が
命
題
を
内
容
空
虚
化
し
て
し
ま
わ
な
い
た

め
の
対
処
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
不
幸
に
注
目
す
る
の
か
、
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
は
、
法
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
察
す
る
上
で
無
く
て
は
な
ら
な
い
答
え
を
提
供
し
え
る
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
カ
ウ
フ

マ
ン
が
重
視
し
た
不
幸
へ
の
ま
な
ざ
し
全
体
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
扱
い
き
れ
な
い
が
、
本
章
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン

が
具
体
的
な
不
幸
と
位
置
づ
け
た
も
の
を
確
認
し
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
策
を
概
観
し
た
上
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
想
定
す
る
不
幸
に
つ
い

て
の
見
解
を
総
括
し
、
不
幸
へ
の
対
処
の
重
要
性
に
つ
い
て
示
し
て
い
く
。

四－

一　

カ
ウ
フ
マ
ン
の
掲
げ
る
不
幸
の
具
体
的
内
容

カ
ウ
フ
マ
ン
が
、
前
述
し
た
「
道
徳
的
に
善
で
あ
る
こ
と
」「
少
数
者
の
保
護
」「
幸
福
に
関
す
る
配
分
的
な
了
解
」
と
い
う
消
極
的

功
利
主
義
の
要
素
に
従
っ
て
示
す
内
容
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
掲
げ
た
命
題
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、『
消
極
的
功
利
主

義
』
の
末
尾
で
、
否
定
原
理
と
真
理
の
収
斂
理
論
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
「
幸
福
で
な
い
状
態
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
具
体
的

に
、
疾
病
（K

rankheit

）、
病
衰
（Siechtum

）、
伝
染
病
（Seuchen

）、
苦
痛
（Schm

erzen

）、
貧
困
（A

rm
ut

）、
不
自
由
（U

nfreiheit

）、

飢
餓
（H

unger

）、
宿
無
し
（O

bdachlosigkeit

）、
実
存
的
脅
威
（existentielles B

edrohtsein

）
を
列
挙
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
幸
福
で
な

（
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）
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い
状
態
」
の
共
通
点
は
、
人
間
に
危
害
が
及
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
害
を
回
避
し
た
い
と
い
う
希
望
は
、
全
て
の

人
間
が
持
ち
得
る
し
、
原
則
と
し
て
ど
ん
な
他
者
か
ら
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、「
幸
福
で
な
い
状
態
」
の
回
避
戦
略
が
普
遍
化
可

能
な
も
の
と
し
て
支
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
幸
福
で
な
い
状
態
」
の
具
体
的
な
内
容
の

確
定
に
よ
っ
て
、
消
極
的
功
利
主
義
の
命
題
に
つ
い
て
の
内
容
あ
る
普
遍
化
が
初
め
て
為
さ
れ
、
内
容
空
虚
な
理
論
か
ら
脱
し
得
る
の

だ
と
説
明
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
上
記
の
「
幸
福
で
な
い
状
態
」
を
さ
し
あ
た
り
「
基
本
的
な
不
幸
」
と
呼
ん
で
お
く
。

「
基
本
的
な
不
幸
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
国
家
も
含
め
た
他
者
に
よ
る
行
為
、
特
に
他
者
に
よ
る
社
会
的
弱
者
へ
の
支

援
が
第
一
に
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
銭
的
も
し
く
は
物
質
的
な
支
援
に
よ
り
疾
病
や
貧
困
、
実
存
的
脅
威
の
状
態
に
晒
さ
れ
た

社
会
的
弱
者
を
窮
境
な
状
態
か
ら
解
放
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
で
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る

「
自
由
」
の
確
保
も
し
く
は
回
復
を
社
会
の
中
で
生
き
る
個
々
人
が
行
い
得
る
状
況
を
保
証
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た

が
、「
基
本
的
な
不
幸
」
に
苦
し
む
状
態
と
は
、
個
々
人
に
と
っ
て
「
自
由
」
が
欠
け
、
自
由
な
討
議
が
不
可
能
で
あ
る
状
態
で
あ
ろ

う
。
こ
の
た
め
、
個
々
人
が
「
寛
容
」
で
い
ら
れ
る
状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
、「
自
由
」
が
欠
け
た
状
態
を
積
極
的
な
支
援
に
よ
っ
て

緩
和
し
、「
自
由
」
を
保
障
し
て
や
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
快
の
増
進
と
不
快
の
回
避
を
目
的
と
し
て
、
快
と
不
快
、
す
な

わ
ち
幸
福
と
不
幸
を
表
裏
一
体
の
も
の
と
考
え
る
積
極
的
功
利
主
義
と
異
な
っ
て
、
消
極
的
功
利
主
義
で
は
、
幸
福
と
不
幸
を
明
確
に

区
別
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
状
よ
り
も
更
に
利
益
が
増
し
た
状
態
で
あ
る
幸
福
と
、
人
間
の
尊
厳
や
生
命
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も

の
を
欠
い
た
状
態
で
あ
る
不
幸
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
尊
厳
や
生
命
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
は
、
ま
さ
に
人
間
に
と
っ
て
基
本
的
な

ニ
ー
ズ
で
あ
り
、
こ
の
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
が
欠
け
た
状
態
が
「
基
本
的
な
不
幸
」
な
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
た
め
、
消
極
的
功
利
主
義
で
目
指
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
の
保
全
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、

カ
ウ
フ
マ
ン
が
、
こ
の
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
の
保
全
に
関
し
て
、
謙
抑
的
な
態
度
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基

（
87
）
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本
的
な
ニ
ー
ズ
の
保
全
の
た
め
の
積
極
的
な
支
援
は
、
こ
の
保
全
に
適
う
程
度
で
の
み
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
保
全
の
範
囲
内
で
の

の
み
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
範
囲
を
超
え
る
支
援
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
。
こ
の
積
極
的
な
支
援
に
関
連
し
て
、
カ
ウ
フ

マ
ン
の
姿
勢
と
し
て
、
刑
法
を
通
じ
た
国
家
に
よ
る
私
的
な
行
為
へ
の
介
入
に
関
し
て
、
す
な
わ
ち
刑
法
の
適
切
な
運
用
方
法
に
つ
い

て
述
べ
る
文
脈
で
展
開
さ
れ
る
補
完
性
の
原
理
（Subsidiaritätsprinzip

）
が
重
要
で
あ
る
。
補
完
性
の
原
理
に
お
い
て
は
、
あ
る
私
的

な
行
為
に
対
す
る
刑
法
の
投
入
は
、
刑
法
以
外
の
方
法
で
は
有
効
に
保
護
さ
れ
得
な
い
法
益
を
保
護
す
る
た
め
の
み
に
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
の
投
入
は
必
要
最
低
限
か
つ
最
も
効
果
を
発
揮
で
き
る
適
切
な
主
体
に
よ
る
も
の
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
補
完
性
の
原
理
に
お
い
て
目
指
さ
れ
る
べ
き
正
義
と
は
、
人
間
の
自
由
の
展
開
と
、
国
家
に
よ
る
人
間
の
自
由
の
保
障
や
支
援
の
適

正
な
調
和
で
あ
り
、
こ
の
調
和
を
逸
脱
す
る
過
度
な
法
の
投
入
は
補
完
性
の
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

補
完
性
の
原
理
に
従
っ
た
法
政
策
で
は
、
法
的
な
秩
序
維
持
よ
り
も
、
個
々
人
の
自
由
な
決
定
が
可
能
な
状
態
を
確
保
す
る
こ
と
の
方

に
力
点
が
置
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
政
策
の
効
果
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
補
完
的
に
行
わ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
消
極
的
功
利
主
義
に
関
し
て
も
、
社
会
的
弱
者
へ
の
支
援
は
、
最
低
限
の
「
自
由
」
の
状
態
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
程
度
の
不

幸
の
回
避
や
削
減
の
た
め
に
為
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
支
援
の
目
的
や
結
果
が
最
低
限
の
程
度
を
上
回
る
「
自
由
」
の
確
保
に
よ
る
権
利

の
強
化
の
た
め
に
為
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
権
利
強
化
は
援
助
に
よ
る
不
均
衡
、
不
平
等
に
つ
な
が
る
と
さ

れ
る
。
こ
の
た
め
、
消
極
的
功
利
主
義
の
命
題
の
中
に
あ
る
「
不
幸
の
可
能
な
限
り

0

0

0

0

0

の
回
避
と
減
少
」
と
い
う
表
現
の
意
味
は
、
不
幸

の
回
避
や
減
少
を
試
み
る
者
が
、
な
る
べ
く
多
く
の
不
幸
を
回
避
し
、
減
少
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
不
幸
を
有
す
る
者
の
権
利
を
阻

害
し
た
り
、「
自
由
」
を
奪
っ
た
り
し
な
い
限
り
で
不
幸
を
回
避
し
て
や
り
、
減
少
し
て
や
る
こ
と
だ
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
さ
ら
に
、
消
極
的
功
利
主
義
と
い
う
新
た
な
理
論
を
紹
介
す
る
た
め
に
、
自
ら
が
否
定
原
理
の
中
の
否
定
す
る
機
能
の

要
素
を
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
と
自
省
的
に
述
べ
て
お
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
意
図
は
、
自
身
の
法
哲
学
の
中
で
否
定
原
理
を
貫
徹
す
る
こ

（
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）

（
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と
で
は
な
く
、
人
間
の
認
識
の
限
界
に
よ
る
困
難
を
、
否
定
原
理
に
よ
っ
て
緩
和
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
数
者
保
護
と
そ
の

た
め
の
消
極
的
功
利
主
義
は
正
義
を
達
成
す
る
た
め
の
他
の
手
段
、
他
の
法
原
理
と
常
に
適
度
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
上
で
実
現
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
主
張
す
る
「
基
本
的
な
不
幸
」
は
、
疾
病
、
苦
痛
、
貧
困
、
不
自
由
、
実
存
的
脅

威
と
い
っ
た
自
明
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
単
に
列
挙
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
状
態
に
あ
る
者
へ
の
支
援
が
無
条
件
に
要
請
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
状
態
が
個
別
の
事
例
に
お
い
て
「
自
由
」
が
ど
の
程
度
損
な
わ
れ
て
い
る
か
に
応
じ
て
、
投
じ
ら
れ
る
べ
き

支
援
の
程
度
に
つ
い
て
の
評
価
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
述
べ
る
不
幸
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て

の
回
答
は
、
具
体
的
な
も
の
の
列
挙
か
ら
一
歩
後
退
し
て
再
び
そ
の
状
態
の
程
度
の
判
定
へ
と
戻
っ
た
上
で
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
列
挙
し
た
「
基
本
的
な
不
幸
」
が
そ
の
判
定
の
出
発
点
と
な
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。

四－

二　

優
先
規
則
の
前
提
と
し
て
の
経
験

前
節
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
具
体
的
に
列
挙
し
た
「
基
本
的
な
不
幸
」
を
概
観
し
た
上
で
、「
基
本
的
な
不
幸
」
の
程
度
の
評
価
に
応

じ
て
支
援
の
程
度
、
様
態
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
示
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
評
価
の
方
法
、
評
価
の
根
拠
を
考
察
す
る
こ
と
で
カ

ウ
フ
マ
ン
の
主
張
す
る
「
不
幸
」
と
は
何
で
あ
る
か
の
補
足
を
行
う
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
基
本
的
な
不
幸
」
の
個
別
的
な
事
例
に
お
い
て
「
自
由
」
が
ど
の
程
度
損
な
わ
れ
て
い
る
か
を
判
定
す
る
た
め
の

手
続
き
は
示
し
て
は
い
な
い
。
カ
ウ
フ
マ
ン
が
示
す
の
は
、
第
二
章
で
示
し
た
「
配
分
的
な
了
解
」
に
基
づ
く
「
優
先
規
則
」
の
み
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
各
個
別
事
例
に
お
い
て
、
ど
の
「
基
本
的
な
不
幸
」
が
優
先
し
て
配
慮
を
受
け
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
た
め
の
手
続
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き
が
示
さ
れ
て
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
を
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、「
バ
ラ
ン
ス
を
持
っ
た
ウ
ェ
ー
ト
付
け
に
よ
る
優
先
規
則

の
決
定
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
手
続
き
に
お
い
て
は
、
現
に
生
じ
て
い
る
目
の
前
の
具
体
的
な
状
況
に
お
い
て
一
般
的
な
基
準
に
従
っ

て
問
題
当
事
者
の
中
で
誰
が
救
わ
れ
る
べ
き
か
の
優
先
順
位
が
決
定
さ
れ
、
援
助
の
際
に
ど
の
よ
う
な
手
段
が
適
切
な
の
か
が
決
定
さ

れ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
優
先
規
則
の
理
論
を
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
』
か
ら
借
用
し
て
い
る
が
、
自
ら
の
議
論
が
ロ
ー
ル
ズ
と
異
な
る

点
は
、
自
ら
が
手
続
き
に
お
け
る
一
般
的
な
基
準
を
「
経
験
（E

rfahrung

）」
に
置
い
て
い
る
点
だ
と
強
調
す
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
主
張
す
る
優
先
規
則
を
、
社
会
に
お
け
る
全
て
の
合
理
的
な
存
在
が
原
初
状
態
に
お
い
て
合
意
し
た

社
会
契
約
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
こ
の
社
会
契
約
を
直
観
的
な
自
然
法
や
経
験
に
依
拠
し
た
法
と
区
別
し
、
形
式
的
な

手
続
き
的
な
思
考
か
ら
導
出
可
能
な
一
般
的
な
法
原
理
で
あ
る
と
説
明
す
る
た
め
に
原
初
状
態
と
い
う
仮
定
を
用
い
て
い
る
。
原
初
状

態
に
お
い
て
、
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
理
性
的
な
存
在
は
、
現
実
生
活
に
お
け
る
自
ら
の
社
会
的
役
割
を
知
ら
ず
、
自
ら
の
恣
意
的
ま

た
は
党
派
的
な
利
益
か
ら
免
れ
て
い
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
原
初
状
態
に
お
い
て
は
、
人
間
は
、
全
て
の
理
性
的
存
在
に
と
っ

て
自
ら
の
危
険
を
最
も
少
な
く
保
て
る
よ
う
に
す
る
諸
原
則
に
従
っ
て
社
会
契
約
の
内
容
、
す
な
わ
ち
規
範
に
合
意
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
原
初
状
態
か
ら
の
優
先
規
則
の
導
出
を
強
調
す
る
ロ
ー
ル
ズ
に
対
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
優
先
規
則
も

ま
た
あ
る
特
定
の
内
容
の
規
範
を
意
識
す
る
人
々
が
置
か
れ
た
特
定
の
社
会
の
文
脈
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
規
範
に
関
す
る
直
観
的

な
理
解
か
ら
は
免
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
優
先
規
則
を
直
観
的
だ
と
し
て
批
判
す
る
立
場

に
立
つ
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
討
議
理
論
に
関
し
て
も
、
理
論
の
正
当
化
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
合
意
に
関
し
て
、
合
意
の
成
立
と
合
意
の
内

容
を
混
同
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
難
点
を
指
摘
す
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
討
議
理
論
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
以
上
に
手
続
き
思
考
が
一
層

推
し
進
め
ら
れ
、
正
当
な
諸
内
容
は
、「
理
想
的
な
発
話
状
況
」
の
下
で
の
討
議
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
て
い
る
と
カ
ウ
フ
マ
ン
は
説
明
す

る
。
そ
し
て
、
合
意
内
容
の
正
当
性
は
、
あ
る
討
議
に
お
い
て
一
体
ど
ん
な
内
容
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
討
議
へ
の
参
加
者
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が
い
か
な
る
専
門
知
識
と
経
験
を
有
す
る
か
と
い
う
実
質
的
条
件
に
本
来
は
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
り
、「
理
想
的
な
発
話
状
況
」
と
そ
の

下
で
議
論
が
行
わ
れ
る
と
い
う
形
式
的
条
件
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
カ
ウ
フ
マ
ン
は
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の

討
議
議
論
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
ら
の
見
解
以
来
、
哲
学
に
お
い
て
中
心
的
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
善
と

悪
」「
善
き
生
」「
生
活
世
界
」
と
い
っ
た
実
質
的
な
倫
理
が
問
題
と
さ
れ
ず
、
討
議
に
お
い
て
何
が
適
切
で
何
が
不
適
切
か
と
い
う
形

式
的
な
基
準
の
み
を
問
題
と
し
て
お
り
、
実
質
的
な
問
題
解
決
の
手
段
と
し
て
は
適
切
で
な
い
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
議
論
に
お
い
て
、
実
質
的
な
条
件
の
導
出
に
関
連
す
る
重
要
な
概
念
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
「
経
験
」
で

あ
る
。
こ
の
「
経
験
」
は
、
体
験
（E

rlebnis

）
と
関
連
付
け
ら
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
生
活
の
中
で
感
じ
た
こ
と
、
す
な
わ

ち
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
経
験
」
は
、
単
に
各
個
人
に
よ
っ
て
任
意
に
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
優
先
規

則
を
導
出
す
る
際
の
素
材
だ
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
個
人
の
生
活
に
お
け
る
体
験
の
中
で
、
普
遍
的
な
優
先
規
則
の
導
出
に
資
す

る
内
容
の
も
の
が
「
経
験
」
に
該
当
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
経
験
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
判
定
基
準
と
し
て
、
歴
史
性
を
踏
ま
え
た

上
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
関
係
的
人
格
」
と
い
う
枠
組
み
が
示
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
枠
組
み
を
歴
史
性
と
関
係
的
人
格
と
い
う
二

つ
の
要
素
に
分
け
て
説
明
す
る
。

ま
ず
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
人
間
社
会
一
般
に
つ
い
て
、
人
間
の
生
き
る
全
て
の
秩
序
が
関
係
的
で
あ
り
、
人
間
は
不
可
避
的
に
関
係

的
性
格
（Verhältnischarakter

）
を
有
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
関
係
的
」
と
は
、
特
定
の
時
代
や
空
間
に

存
在
す
る
者
は
、
不
可
避
的
に
他
者
や
事
物
と
の
関
係
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
、

単
に
個
別
に
独
立
し
た
実
体
で
は
あ
り
え
ず
、
他
者
の
存
在
な
く
し
て
は
、
社
会
の
中
で
存
在
し
得
ず
、
他
者
の
存
在
の
受
容
を
受
け

入
れ
、
他
者
と
の
調
和
を
試
み
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
人
間
に
は
、
関
係
的
性
格
を
巧
く
御
し
え
る
能
力
が
求
め

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
に
従
っ
て
、
人
と
人
も
し
く
は
人
と
事
物
と
の
関
係
が

（
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調
和
し
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
人
間
を
「
人
格
（Person

）」
と
定
義
し
、
自
他
が
共
に
も
つ
「
人
格
」
の
尊
重
が
人
間
社
会
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
他
者
の
存
在
を
受
容
す
る
こ
と
の
規
範
性
に
関
し
て
は
、
三
章
で
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
寛
容
」
は
、

他
者
と
の
討
議
、
意
見
交
換
を
通
じ
て
収
斂
す
る
真
理
を
追
究
す
る
た
め
に
、
真
理
に
関
し
て
潜
在
的
な
可
能
性
を
有
す
他
者
の
存
在

を
受
容
、
尊
重
し
、
他
者
の
意
見
に
傾
聴
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
で
あ
れ
、
他
者
で
あ
れ
、
人
間
は
様
々
な

人
や
事
物
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
の
み
社
会
の
中
で
生
き
る
の
で
あ
り
、
他
者
と
の
関
係
の
崩
壊
や
破
壊
は
「
寛
容
」
の
態
度
の
喪
失

に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、「
寛
容
」
の
態
度
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
他
者
の
受
容
は
、
人
間
の
関
係
的
な
性
格
を
了
解
し
た

「
人
格
」
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
寛
容
」
と
同
様
に
、
こ
の
「
人
格
」
は
、「
受
動
的
な
許
容
」
の
よ
う
に
、

他
者
が
存
在
す
る
事
実
を
単
に
形
式
的
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
い
。
形
式
的
な
受
け
入
れ
は
、
対
他
的
に
も
、
社
会
的
に
も
独
善
的

な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
関
係
的
人
格
で
求
め
ら
れ
る
他
者
受
容
と
は
真
理
追
究
を
目
指
す
当
事
者
同
士
の
信
頼
関
係
で
あ
る
。
一
方
で
、

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
正
当
な
手
続
き
が
正
当
な
規
範
内
容
を
決
定
す
る
際
に
討
議
参
加
者
の
間
で
の
内
容
に
関
す
る
納
得
や
承
認
を
導
出

し
得
る
と
い
う
点
で
は
有
益
で
あ
る
が
、
規
範
内
容
そ
の
も
の
は
特
定
の
文
脈
に
置
か
れ
た
具
体
的
な
状
況
、
歴
史
的
な
出
来
事
に
大

き
な
影
響
を
受
け
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
主
張
す
る
関
係
的
人
格
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
は
、
具
体
的
に
目
の
前
に
存
在
す
る
他
者
の
存
在
を
具
体
的
な
文
脈
に
即
し
て
他
者
が
納
得
す
る
形
で
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
具
体
的
な
文
脈
と
い
う
部
分
に
関
わ
っ
て
く
る
の
が
、
第
二
の
要
素
で
あ
る
歴
史
性
で
あ
る
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
関
係
性
を
説
明
す
る
際
に
、
同
時
に
「
歴
史
性
」
と
い
う
言
葉
を
強
調
し
、
同
じ
時
代
も
し
く
は
同
じ
空
間
に
居

る
隣
人
と
の
間
で
の
合
意
の
み
な
ら
ず
、
過
去
か
ら
歴
史
上
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
伝
統
の
遺
産
と
の
合
意
も
、
規
範
内
容
の
決
定
の

際
に
は
、
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
内
容
が
一
定
の
原
初
状
態
か
ら

導
出
さ
れ
た
静
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
空
間
に
応
じ
て
変
化
す
る
動
的
な
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
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ち
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解
に
お
い
て
は
、「
理
想
的
な
発
話
状
況
」
や
原
初
状
態
な
ど
の
静
的
な
空
間
で
は
な
く
、
歴
史
性
を
踏
ま
え
た

動
的
な
討
議
空
間
に
お
い
て
優
先
規
則
の
決
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
に
「
経
験
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
各
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。「
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
上
で
の
関
係

的
人
格
」（
以
下
、「
関
係
的
人
格
」）
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
も
の
は
、
時
代
や
空
間
に
よ
っ
て
変
わ
り
う
る
他
人
と
の
関
係

の
中
に
自
ら
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
絶
対
的
な
形
式
に
過
ぎ
な
い
。「
経
験
」
の
具
体
的
な
内
容
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
た
ウ
ェ
ー
ト

付
け
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
前
述
で
列
挙
さ
れ
た
「
基
本
的
な
不
幸
」
に
関
す
る
機
械
的
な
優
先
順
位
の
決
定
の
た
め
の

リ
ス
ト
は
提
供
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、「
関
係
的
人
格
」
の
枠
組
み
は
、
自
分
の
行
動
を
決
定
す
る
際
に
自
ら
が
振
り
返
り
も
し
く
は
参

考
に
す
る
過
去
が
、
漠
然
と
し
た
独
り
よ
が
り
な
体
験
の
蓄
積
や
知
識
で
は
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
上
で
具
体

的
な
一
地
点
に
お
い
て
人
間
の
関
係
的
性
格
を
考
慮
し
た
「
経
験
」
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
関
係
的
人
格
」
の
枠
組

み
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
中
で
何
が
「
基
本
的
な
不
幸
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
何
が
特
に
配
慮
さ
れ
て
然
る
べ

き
も
の
な
の
か
を
決
定
す
る
た
め
の
手
続
き
を
、
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
は
異
な
っ
て
現
実
の
個
別
的
な
問
題
の
解
決
に
資
す

る
よ
う
に
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
議
論
は
、
社
会
の
基
本
構
造
や
憲
法
と
い
っ
た
社
会
体
制
の
あ
り
方

を
問
題
と
し
て
い
る
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
今
日
主
張
し
う

る
唯
一
の
自
然
法
が
、
可
変
的
な
内
容
を
有
す
る
、
手
続
き
的
、
動
態
的
、
歴
史
的
な
自
然
法
で
あ
る
と
し
て
、
法
思
想
史
の
流
れ
に

お
い
て
客
観
的
に
認
識
可
能
な
法
を
想
定
す
る
自
然
法
論
や
全
て
の
法
内
容
は
任
意
に
決
定
可
能
だ
と
す
る
法
実
証
主
義
の
両
方
の
立

場
を
退
け
る
中
で
自
ら
が
主
張
し
得
る
こ
と
は
、
明
白
な
法
律
上
の
不
法
を
拒
否
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
見
解
は
、

人
間
の
不
確
実
性
に
基
づ
い
て
絶
対
的
に
妥
当
す
る
法
の
安
易
な
導
出
を
避
け
、
あ
く
ま
で
否
定
原
理
に
従
っ
た
漸
進
的
な
法
の
導
出

を
、
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
関
係
性
の
中
で
行
お
う
と
し
て
お
り
、
前
述
し
た
消
極
的
功
利
主
義
の
前
提
で
あ
る
否
定
原
理
に
通
ず
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
見
解
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
不
法
と
は
、
消
極
的
功
利
主
義
の
文
脈
に
お
け
る
「
基
本
的
な
不
幸
」
が
特
定
の
人
に

降
り
か
か
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四－

三　

複
合
的
な
不
幸

前
節
ま
で
で
、「
基
本
的
な
不
幸
」
と
「
基
本
的
な
不
幸
」
に
関
す
る
優
先
規
則
の
あ
り
方
に
つ
い
て
概
観
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
想
定

す
る
「
不
幸
」
に
関
す
る
補
足
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
想
定
す
る
「
不
幸
」
は
「
基
本
的
な
不
幸
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

「
基
本
的
な
不
幸
」
は
あ
く
ま
で
も
「
不
幸
」
の
中
の
典
型
例
で
あ
り
、「
不
幸
」
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
り
、
そ
の
状
態
の
改
善
が

当
然
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
万
人
が
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
「
基
本
的
な
不
幸
」
以
外
に
も
、
対
応
策
に
つ
い
て

の
考
慮
が
必
要
だ
が
、
消
極
的
功
利
主
義
に
基
づ
い
て
対
応
す
べ
き
問
題
が
存
在
す
る
と
カ
ウ
フ
マ
ン
は
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
臓

器
移
植
や
安
楽
死
、
妊
娠
中
絶
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
作
成
と
い
っ
た
行
為
に
関
す
る
倫
理
的
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
に
共
通

す
る
の
は
、
世
間
一
般
の
人
々
の
間
で
そ
れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
価
値
観
の
対
立
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
行
為
を
為
す
か
否
か
の
選
択

の
前
に
立
た
さ
れ
た
行
為
者
が
自
ら
の
決
定
に
つ
い
て
、
決
定
前
、
決
定
後
に
し
ば
し
ば
葛
藤
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
妊

娠
中
絶
に
お
い
て
は
、
胎
児
の
生
命
を
優
先
す
べ
き
か
、
胎
児
に
関
す
る
妊
婦
の
自
己
決
定
権
を
優
先
す
べ
き
か
の
価
値
の
対
立
が
生

じ
、
妊
婦
は
自
身
の
中
絶
に
つ
い
て
葛
藤
す
る
し
、
中
絶
手
術
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
医
師
も
ま
た
葛
藤
す
る
。
こ
れ
ら
の

倫
理
的
な
問
題
は
、
適
用
可
能
な
生
殖
医
療
や
遺
伝
子
工
学
の
技
術
の
進
歩
も
著
し
い
こ
と
か
ら
、
何
等
か
の
問
題
へ
の
対
処
策
の
導

出
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
で
も
問
題
対
処
に
関
す
る
意
見
は
一
致
を
見
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
課

題
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
な
問
題
と
カ
ウ
フ
マ
ン
の
述
べ
る
不
幸
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
お
り
、
消
極

的
功
利
主
義
は
こ
の
問
題
に
対
し
如
何
な
る
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
。
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ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
な
問
題
は
、
前
述
で
説
明
し
た
「
寛
容
者
」
の
み
が
対
応
で
き
る
現
代
社
会
が
抱
え
る
問
題
に
当
て
は

ま
る
。
す
な
わ
ち
、
文
明
が
高
度
化
し
、
価
値
の
多
様
化
が
進
ん
だ
リ
ス
ク
社
会
が
抱
え
る
、
解
決
困
難
で
あ
る
が
、
対
応
策
の
検
討

を
避
け
て
は
通
れ
な
い
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
基
本
的
な
不
幸
」
に
対
し
て
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
歴
史
性

を
踏
ま
え
た
関
係
的
人
格
に
基
づ
く
「
経
験
」
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
優
先
規
則
に
よ
っ
て
対
処
す
る
の
だ
が
、
こ
の
対
処
方
法
は
、
倫

理
的
な
要
素
を
含
ん
だ
複
雑
な
問
題
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
複
雑
な
問
題
の
場
合
は
、
問
題
の
当
事
者
は
「
基
本
的
な

不
幸
」
に
対
処
す
る
た
め
に
別
の
「
基
本
的
な
不
幸
」
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
や
、
他
者
と
の
関
係
性
自
体
が
危
機
に
瀕
し

て
い
る
状
態
や
自
ら
と
関
係
す
る
他
者
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
り
、
単
一
の
「
基
本
的
な
不
幸
」
に
対
処
し
よ
う

と
す
る
場
合
よ
り
も
対
応
方
法
の
考
慮
が
困
難
で
あ
る
。
前
節
で
、
不
幸
へ
の
対
応
は
、
そ
の
不
幸
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
る
か
、

又
は
「
自
由
」
が
ど
の
程
度
損
な
わ
れ
て
い
る
か
に
応
じ
て
為
さ
れ
る
、
も
し
く
は
そ
の
優
先
規
則
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
た
が
、
複
雑
な
問
題
に
お
い
て
当
事
者
は
自
ら
の
置
か
れ
た
自
他
の
利
益
も
し
く
は
自
己
内
部
で
の
利
益
が
衝
突
す
る
状
態
に
つ
い

て
、
そ
し
て
何
ら
か
の
決
断
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
自
体
に
つ
い
て
、
葛
藤
す
る
。
そ
し
て
、
私
見
で
は
あ
る
が
、
こ
の
葛
藤
自

体
も
ま
た
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
苦
痛
、
苦
悩
で
あ
り
、
不
幸
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
複
雑
な
問
題
に
お
い
て
は
「
基

本
的
な
不
幸
」
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
不
幸
が
重
な
り
合
う
複
合
的
な
不
幸
が
出
現
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
複
合
的
な
不
幸
ま
で
を

含
め
る
と
、
不
幸
の
様
態
は
非
常
に
複
雑
と
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
複
雑
な
不
幸
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
新
た
な
不
幸
を
招
く
た
め
、
何
ら
か
の
対
処
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
複
合
的
な
不
幸
の
中
に
含
ま
れ
る
特
定
の
不
幸
へ
の
対
処
の
み
を
行
う
こ
と
も
ま
た
新
た
な
不
幸
を
招
く
こ
と
に
な
る
た
め
に
、

そ
の
対
処
は
特
定
の
不
幸
の
み
に
着
目
し
た
対
処
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
複
雑
な
問
題
の
当
事
者
に
特
定
の
権
利
や
権
能

を
与
え
た
り
、
権
利
衝
突
の
際
は
最
終
的
に
は
司
法
的
な
裁
定
に
よ
っ
て
当
事
者
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
の
権
利
の
み
を
認
め
た
り
す
る
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通
常
の
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
複
雑
な
不
幸
に
対
す
る
対
処
に
は
不
適
合
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

国
家
が
当
事
者
に
物
質
的
な
支
援
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
複
合
的
な
不
幸
の
原
因
が
葛
藤
で
あ
る
限
り
、
問
題
の
解
決
に
は
寄
与
し
な

い
。
こ
の
た
め
、
複
雑
な
不
幸
の
対
処
策
と
し
て
有
効
な
の
は
、
単
な
る
一
方
当
事
者
の
不
幸
の
回
避
、
削
減
で
は
な
く
、
問
題
の
全

て
の
当
事
者
の
置
か
れ
た
不
幸
な
状
態
に
関
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
緩
和
で
あ
る
。
新
た
な
不
幸
の
出
現
を
防
ぐ
、
も
し
く
は
当
事

者
を
葛
藤
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
、
一
方
当
事
者
の
重
大
な
利
益
が
で
き
る
限
り
損
な
わ
れ
な
い
程
度
に
他
方
当
事
者
の
不
幸
の
回
避
、

削
減
を
行
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
不
幸
へ
の
対
処
に
際
し
て
、
消
極
的
功
利
主
義
は
「
可
能
な
限
り
の
不
幸
の
回
避
と
削
減
」、
す
な
わ
ち
出
来
る
限
り
の
利
益

衝
突
の
回
避
を
求
め
る
。
前
述
で
こ
の
「
可
能
な
限
り
」
の
意
味
は
、
不
幸
の
回
避
や
減
少
を
試
み
る
者
が
自
ら
の
権
利
を
阻
害
さ
れ
、

「
自
由
」
が
奪
わ
れ
得
な
い
限
り
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、「
可
能
な
限
り
」
が
極
限
ま
で
求
め
ら
れ
る
限
り
、
対
処
す

る
こ
と
自
体
へ
の
断
念
や
諦
念
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
問
題
に
関
わ
る
全
て
の
当
事
者
の
重
大
な
利
益
を
損
な
わ
な
い
よ
う
な

何
ら
か
の
対
処
を
試
み
る
姿
勢
を
あ
く
ま
で
保
ち
、
何
ら
か
の
対
処
を
志
向
す
る
こ
と
自
体
は
絶
対
的
な
要
請
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
対
処
を
志
向
す
る
こ
と
を
絶
対
的
に
要
請
す
る
点
も
ま
た
複
雑
な
不
幸
に
対
す
る
消
極
的

功
利
主
義
の
有
効
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
複
合
的
な
不
幸
と
は
、
つ
ま
り
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
は
ず
の
関
係
性
を
毀
損
す
る
不
幸
で
あ
り
、

他
者
の
存
在
や
関
係
的
人
格
が
絶
対
的
な
前
提
と
し
て
要
請
さ
れ
る
限
り
、
こ
の
関
係
性
を
毀
損
す
る
不
幸
は
緩
和
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
既
に
示
し
た
よ
う
に
「
基
本
的
な
不
幸
」
が
人
間
の
尊
厳
の
中
核
と
し
て
の
「
自
由
」
を
阻
害
し
、
同
時
に
「
基
本

的
な
不
幸
」
の
存
在
自
体
が
関
係
性
を
毀
損
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
複
合
的
な
不
幸
に
と
っ
て
も
「
基
本
的
な

不
幸
」
が
出
発
点
と
な
っ
て
お
り
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、「
基
本
的
な
不
幸
」
の
み
な
ら
ず
複
合
的
な
不
幸
へ
対
処
し
う
る
よ
う
設
定
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さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
し
ば
し
ば
現
代
で
も
問
題
と
な
る
の
は
、
前
述
し
た
倫
理
的
な
要
素
を
含
ん
だ
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、

消
極
的
功
利
主
義
は
、
こ
の
複
雑
な
問
題
の
取
り
扱
い
の
指
針
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
独
自
の
法
原
理
と
し
て
主
張
す
る
消
極
的
功
利
主
義
の
命
題
で
あ
る
「
汝
の
行
為
の
諸
帰
結
が
人
間
の

不
幸
を
最
大
限
回
避
し
、
又
は
削
減
す
る
こ
と
と
折
り
合
う
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
の
意
味
を
確
認
し
て
き
た
。
消
極
的
功
利
主
義
は
、

功
利
の
増
進
を
善
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
得
る
害
悪
、
す
な
わ

ち
積
極
的
功
利
主
義
の
難
点
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
基
本
的
な
不
幸

を
出
発
点
に
し
た
不
幸
へ
の
対
処
を
目
的
と
し
て
、
社
会
政
策
を
「
少
数
者
の
保
護
」「
道
徳
的
な
善
と
の
一
致
」「
幸
福
の
配
分
的
な

理
解
」
に
一
致
す
る
よ
う
に
構
築
せ
よ
と
命
じ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
人
間
に
関
し
て
歴
史
性
を
踏
ま
え
た

関
係
的
人
格
だ
と
措
定
し
、
そ
の
関
係
的
人
格
の
十
分
な
展
開
の
実
現
を
「
否
定
原
理
」、「
真
理
の
収
斂
説
」、「
能
動
的
な
行
為
と
し

て
の
寛
容
」、「
法
の
補
完
性
原
理
」
な
ど
を
媒
介
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
稿
で
確
認
し
て
き
た

よ
う
に
消
極
的
功
利
主
義
は
功
利
主
義
で
あ
り
な
が
ら
、
単
な
る
快
楽
と
し
て
の
功
利
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
は
消
極
的
功

利
主
義
と
カ
ウ
フ
マ
ン
の
寛
容
論
と
の
関
連
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
極
的
功
利
主
義
の
求
め
る
「
功
利
」
の
一
端
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
消
極
的
功
利
主
義
が
、
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
関
係
的
人
格
が
持
つ
「
能
動
的
な
行
為
と
し
て
の
寛
容
」
と

関
係
し
て
い
る
な
ら
ば
、
消
極
的
功
利
主
義
の
求
め
る
功
利
は
、
広
い
意
味
で
は
、
人
間
が
自
由
に
制
約
な
く
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
状
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態
で
あ
る
「
自
由
」
の
保
障
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
社
会
政
策
も
し
く
は
他
人
が
為
し
え
る
の
は
、「
自
由
」
の
保
障
で
あ
っ
て
、「
自

由
」
の
実
現
で
は
な
い
。「
自
由
」
の
実
現
は
、「
自
由
」
の
保
障
の
下
で
各
人
が
為
し
、
各
人
の
「
幸
福
」
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

社
会
政
策
が
な
す
こ
と
は
「
幸
福
」
の
実
現
を
阻
止
す
る
「
不
幸
」
の
除
去
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
、「
功
利
」、「
寛
容
」、「
否
定
」
と
い
っ
た
言
葉
を
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
意
味
や
機
能
と
は
異

な
っ
た
使
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
用
語
の
使
い
方
に
関
し
て
詳
細
な
説
明
を
加
え
て
い
る

と
は
言
え
、
そ
れ
ら
の
用
語
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
真
理
」
と
い
っ
た
概
念
と
結
び
付
け
る
こ
と
で
自
身
の
議
論
を
正

当
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
も
問
題
が
あ
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
議
論
構
造
全
体
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
る

が
ゆ
え
に
、「
消
極
的
功
利
主
義
」
と
い
う
名
称
は
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
を
総
括
す
る
術
語
と
し
て
非
常
に
扱
い
づ
ら
い
地
位
に
置
か

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
な
お
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
難
し
く
は
な
い
。
繰
り
返
し
に
は

な
る
が
、「
不
幸
」
の
除
去
で
あ
る
。

し
か
し
、
消
極
的
功
利
主
義
が
扱
う
お
う
と
す
る
現
実
に
存
在
す
る
事
案
は
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
稿
の
四
章
で
示
し
た

通
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
消
極
的
功
利
主
義
の
適
用
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
は
「
基
本
的
な
不
幸
」
が
存
在
し
、
単
に
そ
の
補
完

が
求
め
ら
れ
る
空
間
の
み
で
は
な
く
、「
複
合
的
な
不
幸
」
が
存
在
す
る
空
間
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
特
に
対
処
策
の
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
現
実
の
問
題
を
、「
基
本
的
な
不
幸
」
を
出
発
点
と
す
る
「
複
合
的

な
不
幸
」
と
位
置
づ
け
た
。
現
実
に
社
会
や
社
会
に
生
き
る
人
々
が
抱
え
る
問
題
事
案
は
、
単
に
援
助
や
権
利
付
与
を
行
え
ば
、
解
決

可
能
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
し
、
社
会
は
個
人
が
抱
え
る
個
別
の
「
基
本
的
な
不
幸
」
に
対
処
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
解
決
し
て
い

く
こ
と
は
難
し
い
。
現
実
に
は
、
援
助
や
権
利
付
与
に
際
し
て
、
援
助
の
資
源
の
有
限
性
の
問
題
や
与
え
た
権
利
同
士
の
衝
突
の
問
題

ま
で
視
野
に
入
れ
て
政
策
は
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
複
合
的
な
不
幸
」
を
目
の
前
に
し
て
対
処
す
べ
き
問
題
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が
複
雑
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
問
題
へ
の
対
処
、
解
決
策
や
妥
協
案
の
発
見
は
困
難
に
な
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
法
的
な
問
題
一
般
を

取
り
扱
う
際
に
、
抽
象
的
な
意
見
や
命
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
常
に
複
雑
で
多
元
な
具
体
的
状
況
を
意
識
し
た
上
で
抽
象
的
な
意
見
や
命

題
を
応
用
す
る
指
針
を
与
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
場
、
そ
の
瞬
間
に
生
じ
た
個
別
事
例
の
検
討
と
こ
の
指
針
を
協
働
さ
せ
る
こ
と

で
、
一
般
的
な
規
範
へ
の
収
斂
の
道
を
開
く
こ
と
を
重
視
す
る
。
こ
の
た
め
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
姿
勢
に
沿
う
な
ら
ば
、
消
極
的
功
利
主

義
に
関
す
る
議
論
は
、
複
合
的
な
不
幸
を
目
の
前
に
し
て
、
抽
象
的
命
題
の
提
示
か
ら
個
別
事
例
へ
の
考
慮
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
消
極
的
功
利
主
義
は
、
社
会
の
中
の
幸
福
の
適
切
な
配
分
に
関
わ
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
消

極
的
功
利
主
義
は
福
祉
国
家
の
実
現
の
た
め
の
理
論
の
よ
う
に
一
般
に
は
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
注

意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
理
論
を
福
祉
国
家
の
実
現
の
た
め
の
理
論
だ
と
位
置
づ
け
る
の
は

尚
早
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
消
極
的
功
利
主
義
が
法
的
な
問
題
の
全
て
の
領
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
原
理
で
あ
る
と
は
必
ず
し

も
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ウ
フ
マ
ン
の
思
想
の
経
緯
を
概
観
す
る
と
、
彼
は
、
消
極
的
功
利
主
義
を
提
唱
す
る
以
前
に
、
妊
娠
中

絶
や
安
楽
死
、
ク
ロ
ー
ン
な
ど
の
問
題
を
扱
い
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
討
か
ら
自
身
の
法
理
論
を
展
開
し
、
消

極
的
功
利
主
義
を
自
身
の
法
理
論
の
原
理
に
据
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
法
理
論
の
展
開
は
刑
法
政
策

の
観
点
を
主
軸
に
据
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
法
的
効
力
の
問
題
の
検
討
に
際
し
て
、
自
身
の
法
理
論
の
及

ぶ
範
囲
に
つ
い
て
留
保
を
つ
け
て
い
る
。
彼
は
、「
こ
こ
で
想
定
さ
れ
た
効
力
理
論
は
行
政
技
術
や
財
政
、
治
安
警
察
（
中
略
）
と
い
っ

た
種
類
の
法
律
の
洪
水
を
目
の
前
に
し
て
、
か
な
り
現
実
離
れ
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
自
身
が
携
わ
っ
て
い
る
問
題
が
刑
法
を
主
軸
と

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
消
極
的
功
利
主
義
が
、
社
会
保
障
な
ど
の
刑
法
以
外
の
分
野
を
律
す
る
上

で
の
第
一
の
原
理
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
に
は
尚
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
消
極
的
功
利
主
義
の
意

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）
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義
を
さ
ら
に
検
討
し
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
法
哲
学
を
消
極
的
功
利
主
義
の
視
点
か
ら
再
整
理
す
る
に
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
カ
ウ
フ

マ
ン
が
取
り
扱
っ
た
具
体
的
な
問
題
へ
の
対
応
策
を
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
さ
し
あ
た
り
の
課
題
を
示
し
た
と

こ
ろ
で
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

註（
1
）  

A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie, M
ünchen, 1997 , S.344 . 

こ
の
命
法
は
、
上
記
『
法
哲
学
』
の
他
、
本
稿
で
主
に
取
り
扱
うA

.K
aufm

ann, 

N
egativer U

tilitarism
us —

 E
in Versuch über das bonum

 com
m

une, M
ünchen, 1994

も
含
め
た
カ
ウ
フ
マ
ン
の
後
期
の
主
著
作
の
結
論
部
分

の
と
こ
ろ
に
度
々
登
場
し
、D

er K
ategorische Im

perativ der Toleranz

と
し
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
のR

echtsphilosophie

で

は
、
消
極
的
功
利
主
義
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、R

echtsbegriff und R
echtsdenken, in:  A

rchiv für 

begriffsgeschichte begründet von E
rich R

othacker, im
 A

uftrage com
m

ission für P
hilosophie und B

egriffsgeschte der A
kadem

ie der 

W
issenschaften und L

iteratur zu M
ainz. H

erausgegeben in Verbindung m
it H

ans-G
eorg G

adam
er und K

arkfried G
ründer von G

unter 

Scholtz, B
and 37 , Sonderdruck 1994 , B

ouvier Verlag B
onn, S.57

で
は
、
こ
の
命
題
は
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
唱
え
た
未
来
倫
理
と
し
て
、
命

題
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
唱
え
た
法
原
理
で
あ
る
「
寛
容
原
理
（D

as P
rinzip Toleranz

）」（A
chte und anerkenne deine ungelegen 

kom
m

en.

）
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
点
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）  

「
法
の
一
般
的
諸
原
理
」
の
理
論
に
関
し
て
は
、R

echtsphilosophie

（F
n.1

）, S.49 -52

を
参
照
。
ま
た
、
消
極
的
功
利
主
義
以
外
の
法
の
一
般
的
原

理
に
つ
い
て
は
、R

echtsphilosophie

（F
n.1

）, S.185 f
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
消
極
的
功
利
主
義
以
外
に
、
キ
ケ
ロ
の
「
各
人
に
各
人
の
も
の
を
与

え
よ
」
と
い
う
原
理
、
聖
書
に
お
け
る
黄
金
律
（「
他
人
が
汝
に
為
す
こ
と
を
欲
す
る
も
の
を
、
汝
は
他
人
に
も
為
せ
。」）、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法

（「
そ
れ
が
普
遍
的
な
法
則
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
を
汝
が
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
。」）、
ロ
ー
ル
ズ
の
公
正
原

理
（「
す
べ
て
の
関
与
者
が
利
益
の
点
で
も
負
担
の
点
で
も
等
し
く
配
分
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。」）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
カ

ウ
フ
マ
ン
が
消
極
的
功
利
主
義
と
い
う
言
葉
に
初
め
て
触
れ
、
消
極
的
功
利
主
義
に
関
す
る
自
身
の
理
論
展
開
の
た
め
に
参
照
し
た
文
献
と
し
て
挙

げ
て
い
る
の
が
、Ilm

ar Tam
m

elo, D
er E

rlebnis von U
ngerechtigkeit als G

renzsituation, in:  Zur P
hilosophie der G

erechtigkeit, Frankfurt.

a.M
, 1982 , S.127 ff

で
あ
る
。

（
3
）  

例
え
ば
、U

lfrid N
eum

ann, W
infried H

assem
er, U

rlich Schroth （H
rsg.

）, Verantw
ortetes R

rcht;  D
ie R

echtsphilospie A
rthur K

aufm
anns, 
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M
ünchen, 2005  

に
収
め
ら
れ
て
い
る
諸
論
文
で
も
消
極
的
功
利
主
義
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
。

（
4
）  

A
.K

aufm
ann, N

egativer U
tilitarism

us （F
n.1

）  

お
よ
び
、D

ers;  D
ie L

ehre vom
 negativen U

tilitarism
us —

 E
in P

rogram
m

, in:  A
R

SP80
（1994

）, S.476 ff. 

ま
た
、D

ers;   G
eneralisierung und Individualisierung （1992

）, in:  Ü
ber G

erechtigkeit;  D
reissig K

apitel praxisorientier 

R
echtsphilosophie, K

öln;  B
erlin;  B

onn;  M
ünchen, 1993

で
も
そ
の
内
容
に
触
れ
て
い
る
。

（
5
）  

V
gl. U

lrich K
lug, Zur K

ritik des rechtsphilosophischen U
tilitarism

us, in;  A
R

SP38

（1949/1950

）, S.222 .

（
6
）  

A
.K

aufm
ann, D

ie L
ehre vom

 negativen U
tilitarism

us （F
n.4

）, S.476 .

（
7
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F

n.1

）, S.175 .

（
8
）  

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
功
利
主
義
が
伝
統
的
に
倫
理
に
対
す
る
個
人
の
主
観
的
視
点
に
関
す
る
議
論
を
含
ん
で
き
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー

ト
ブ
ル
フ
の
法
哲
学
的
体
系
に
依
拠
し
て
、
功
利
主
義
お
よ
び
公
共
善
の
理
論
が
法
の
目
的
合
理
性
（Zw

eckm
äßigkeit der R

echts

）
に
属
し
、
こ

の
法
の
目
的
合
理
性
の
対
象
は
自
分
自
身
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
な
が
ら
も
ま
た
自
分
の
外
部
に
あ
る
社
会
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と

位
置
づ
け
、
功
利
主
義
の
主
観
的
論
点
と
客
観
的
論
点
の
統
合
を
図
っ
て
い
る
（V

gl. A
.K

aufm
ann, D

ie L
ehre vom

 negativen U
tilitarism

us 

（F
n.4

）, S.476 f

）。

（
9
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.8 f.

（
10
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.17 ff. 

以
下
で
展
開
し
て
い
く
積
極
的
功
利
主
義
へ
の
批
判
や
難
点
、
消
極
的
功
利
主
義
に

よ
る
そ
の
批
判
や
難
点
の
克
服
は
、
注
記
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
こ
の
箇
所
を
参
照
し
て
い
る
。

（
11
）  

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
ベ
ン
サ
ム
お
よ
び
ミ
ル
、
そ
し
て
彼
ら
の
後
継
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
功
利
主
義
を
、
総
じ
て
積
極
的
功
利
主
義
と
呼
び
、
そ

れ
ら
が
共
通
し
て
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
追
求
し
て
い
る
と
位
置
づ
け
つ
つ
も
、
彼
ら
が
目
的
に
設
定
し
て
い
る
「
幸
福
」
に
関
す
る
考
え

方
は
か
な
り
異
な
り
、
単
一
の
功
利
主
義
は
存
在
し
て
い
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。（V

gl. A
.K

aufm
ann, D

ie L
ehre vom

 negativen U
tilitarism

us 

（F
n.4

）, S.482 f;  D
ers;  N

egativer U
tilitarism

us （F
n.1

）, S.17

）。

（
12
）  
V

gl. H
orst E

idenm
üller, E

ffizienz als R
echtsprinzip;  M

öglichkeiten und G
renzen der ökonom

ischen A
nalyse des R

echts, 1995 , S.174 f.

（
13
）  

V
gl. A

m
artya Sen, W

ell-being, A
gency, and Fredom

, in;  T
he Journal of P

hilosophy, Vol.82 , 2005 , pp.175 .

（
14
）  

V
gl. H

. E
idenm

üller, E
ffizienz als R

echtsprinzip （F
n.12

）, S.26 .

（
15
）  

参
照
、
西
尾
孝
司
『
ベ
ン
サ
ム
の
幸
福
論
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
一
三－
一
四
頁
。

（
16
）  

た
だ
し
、
ベ
ン
サ
ム
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
功
利
が
量
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ベ
ン
サ
ム
は
重
視
し
て
お
ら
ず
、
快
楽
計
算
に
関
す
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る
説
明
も
行
為
の
指
針
を
示
す
た
め
の
方
法
論
上
の
便
宜
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
（H

. E
idenm

üller,  E
ffizienz als 

R
echtsprinzip （F

n.12

）, S.26  

や
池
田
貞
夫
「
功
利
主
義
の
正
義
論
」
音
無
通
宏
編
『
功
利
主
義
と
社
会
改
革
の
諸
思
想
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二

〇
〇
七
年
）
五
六－

五
七
頁
を
参
照
）。

（
17
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie

（F
n.1

）, S.219 . 

よ
り
詳
し
く
は
、V

gl. A
.K

aufm
ann, R

echt und Sittlichkeit, T
übingen, 1964 .

（
18
）  

V
gl. Jerem

y B
entham

, J.H
. B

urns/ H
.L

.A
. H

art （edited

）, A
n Introduction to the P

rinciples of M
orals and L

egislation, L
ondon, 1970 , 

pp.12 .

（
19
）  

V
gl. J. B

enthem
, ibid., pp.11 .

（
20
）  

E
igen Vollkom

m
enheit-frem

de G
lückseligkeit

に
関
し
て
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、K

ant, M
etaphysik der Sitten, A

kadem
ieausgabe B

d.4 , 
K

önigsberg, 1797 , S.385

を
参
照
し
て
い
る
（A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.18

）。

（
21
）  

こ
う
し
た
カ
ウ
フ
マ
ン
の
見
解
に
対
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
に
お
い
て
は
、
個
人
の
実
体
的
な
快
楽
の
追
及
を
重
視
す
る
功
利
原
理
そ
の
も

の
が
倫
理
的
な
基
準
と
さ
れ
て
お
り
、
反
対
に
個
人
の
実
体
的
な
快
楽
の
追
及
を
重
視
す
る
あ
ま
り
に
、
社
会
全
体
の
福
祉
を
阻
害
す
る
こ
と
は
反

倫
理
的
だ
と
す
る
批
判
が
行
わ
れ
る
（V

gl. H
. E

idenm
üller （F

n.12

）, S.24 ff

）。
こ
の
た
め
、
何
を
倫
理
的
、
道
徳
的
だ
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
ベ

ン
サ
ム
主
義
と
カ
ウ
フ
マ
ン
は
擦
れ
違
っ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
22
）  

V
gl. K

onstantinos. A
. Papageorgiou, Sicherheit und A

utonom
ie;  Zur Strafrechtsphilosophie W

ilgelm
 von H

um
boldts und John Stuart 

M
ills, in:  A

R
SP76  （1990

）, S.333 .

（
23
）  

V
gl. K

.A
. Papageorgiou, ibid., S.346 .

（
24
）  

A
.K

aufm
ann, N

egativer U
tilitarism

us （F
n.1

）, S.17 .

（
25
）  

V
gl. K

.A
. Papageorgiou, Sicherheit und A

utonom
ie （F

n.22

）, S.346 . ;  A
.K

aufm
ann, N

egativer U
tilitarism

us （F
n.1

）, S.17 .

（
26
）  

こ
の
こ
と
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
法
と
道
徳
の
関
係
を
、
外
面
的
な
規
制
と
内
面
的
な
規
制
と
し
て
分
離
で
き
る
と
す
る
見
解
を
と
ら
ず
、
相
互
補
完

的
な
規
範
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
か
ら
も
伺
え
る
（V

gl. A
.K

aufm
ann, R

echt und Sittlichkeit （F
n.19

）.

）。

（
27
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.19 .

（
28
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie und N

ationalsozialism
us, in:  H

ubert R
ottleuthner （H

rsg.

）, R
echt, R

echtsphilosophie und 

N
ationalsozialism

us. A
rchiv für R

echts- und Sozialphilosophie, B
eiheft 18 , W

iesbaden, 1983 , S.1 ff.

（
29
）  

V
gl. José de Sousa e B

rito, P
raktische Vernunft und U

tilitarism
us, in:  A

R
SP-B

eiheft 51 , 1993 , S.87 ff.
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（
30
）  

V
gl. O

tfried H
öffe, Politische G

erechtigkeit –  G
rundlegung einer kritischen P

hilosophie von R
echt und Staat, Frankfurt.a.M

, 1987 , 
S.74 ff. 

こ
こ
で
は
、positiver U

titarism
us

と
い
う
名
称
で
は
な
く
、falsche L

egitim
ationsstrategie

と
い
う
名
称
で
、
十
分
な
考
慮
な
く
「
最

大
多
数
の
最
大
幸
福
」
を
掲
げ
る
立
場
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）  
「
集
合
的
な
了
解
」
と
同
様
の
こ
と
を
、
ア
イ
デ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
「
集
合
的
決
定
規
則
（kollektive E

ntscheidungsregel

）」（H
. E

idenm
üller, 

E
ffizienz als R

echtsprinzip （F
n.12

）, S.27 .

）、
セ
ン
は
「
総
和
主
義
（sum

 ranking

）」（A
. Sen, W

ell-being （F
n.13

）, pp.175

）
と
表
現
し
て

い
る
。

（
32
）  

カ
ウ
フ
マ
ン
は
『
正
義
論
』
の
ド
イ
ツ
語
版
（John R

aw
ls, E

ine T
heorie der G

erechtigkeit, 5 .A
ufl., Frankfurt, 1990

）
を
参
照
し
て
い
る
。

（
33
）  

V
gl. F

lorian W
ilkes, John R

aw
ls, T

heorie der G
erechtigkeit, und R

onald D
w

orkin, T
hese R

echte, Frankfurt.a.M
, 1997 , S.87 ff.

（
34
）  

優
先
規
則
は
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
前
提
と
し
て
、
社
会
に
住
む
あ
ら
ゆ
る
者
が
是
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

（
35
）  

ロ
ー
ル
ズ
に
お
い
て
は
優
先
規
則
の
前
提
は
、
平
等
な
自
由
、
特
に
、
社
会
的
地
位
や
役
職
に
関
す
る
機
会
の
平
等
の
保
証
だ
と
さ
れ
る
（V

gl. F. 

W
ilkes, John R

aw
ls, T

heorie der G
erechtigkeit, und R

onald D
w

orkin （F
n.33

）, S.87 ff.

）。

（
36
）  

例
え
ば
、
カ
ウ
フ
マ
ン
の
教
授
資
格
請
求
論
文
の
公
刊
で
あ
るA

. K
aufm

ann, D
as Schuldprinzip, eine strafrechtlich-rechtsphilosophie 

U
ntersuchung, H

eidelberg, 1961 , S.16
で
は
、
本
論
に
先
立
っ
て
、
彼
がN

egative P
rizip

を
自
身
の
議
論
の
認
識
論
的
な
前
提
に
置
い
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1
）, S.13 .

（
38
）  

K
ral R

aim
und Popper, L

ogik der Forschung, 9 . A
ufl., T

übingen, 1989 .

（
39
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1
）, S.14 .

（
40
）  

論
理
学
上
の
定
式
で
、「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
／
今
Ｂ
で
は
な
い
／
ゆ
え
に
Ａ
で
は
な
い
」
を
意
味
す
る
。

（
41
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.20 f.

（
42
）  
V

gl. A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie in der N
ach-N

euzeit, H
eidelberg, 1990 , S.37 .

（
43
）  

例
え
ば
、「
こ
こ
に
い
る
カ
ラ
ス
は
み
な
黒
い
。
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
は
白
い
わ
け
で
は
な
い
。」
と
い
う
考
察
主
体
の
認
識
を
集
積
し
て
も

「
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
は
黒
い
」
と
か
「
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
は
白
で
は
な
い
」
と
い
う
言
明
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
カ
ラ
ス
が
黒
い

と
い
う
こ
と
の
蓋
然
性
し
か
導
き
出
し
得
な
い
。

（
44
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie in der N

ach-N
euzeit （F

n.42

）, S.24 f.
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（
45
）  

A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie in der N
ach-N

euzeit, 2 .A
ufl., H

eidelberg, 1991 , S.51 .

（
46
）  

V
gl. A

. K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F

n.1

）, S.186 f. 

こ
の
箇
所
で
は
、D

as P
rinzip Toleranz

の
説
明
と
し
て
、
前
述
し
た
「H

andle so, daß 

―
」
の
命
題
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
命
題
の
後
に
「N

egativer U
tilitarism

us

」
と
い
う
単
語
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）  
カ
ウ
フ
マ
ン
の
「
寛
容
」
に
関
す
る
議
論
は
、
主
と
し
て
、A

.K
aufm

ann, D
ie Idee der Toleranz aus rechtsphilosophischer Sicht, in:  G

ünter 

K
ohlm

ann （H
rsg.

）, Festschrift für U
lrich K

lug zum
 70 . G

eburtstag, K
öln, 1983 , S.97 ff 

で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
寛
容
」
の
議
論
は
、

『
法
哲
学
』
の
20
章
で
は
、
先
端
医
療
技
術
や
動
物
の
権
利
な
ど
の
現
代
社
会
の
抱
え
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
関
係
深
い
も
の
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
（V

gl. A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie （F
n.1

）, S.295 ff

）。

（
48
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, D
ie Idee der Toleranz （F

n.47

）, S.110 f.

（
49
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F

n.1

）, S.306 ff.

（
50
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, D
ie Idee der Toleranz （F

n.47

）, S.110 .

（
51
）  

こ
の
よ
う
な
不
寛
容
な
者
が
引
き
篭
も
る
社
会
は
、
前
述
の
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
対
し
て
、「
静
的
で
閉
鎖
的
な
社
会
（D

ie statische, geschlossene 

G
esellschaft

）」
と
呼
ば
れ
る
。

（
52
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, D
ie Idee der Toleranz （F

n.47

）, S.109 .

（
53
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.105 .

（
54
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.106 .

（
55
）  

も
ち
ろ
ん
、「
受
動
的
な
受
容
」
は
、
同
時
に
、
少
数
派
に
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
多
数
派
に
要
請
す
る
が
、
前
述
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
現
実
社
会

を
鑑
み
れ
ば
、
少
数
派
の
利
害
は
多
数
派
の
利
害
に
比
べ
て
表
出
さ
れ
に
く
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
少
数
派
の
利
害
と
多
数
派
の
利
害
の
等
価
的

な
交
換
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
56
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, D
ie Idee der Toleranz （F

n.47

）, S.101 .

（
57
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.109 .　

傍
点
は
原
文
で
は
斜
字
体
。

（
58
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.108 .

（
59
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.107 .

（
60
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.104 f.

（
61
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.106 .
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（
62
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie in der N

ach-N
euzeit （F

n.42

）, S.35 -37 .
（
63
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, D
ie Idee der Toleranz （F

n.47

）, S.106 .
（
64
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.111 .

（
65
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.106 .

（
66
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.108 .

（
67
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.105 .

（
68
）  

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、Jürgen H

aberm
as, Faktizität und G

eltung, Frankfurt.a.M
, 1992

を
参
照
し
て
い
る
。

（
69
）  

カ
ウ
フ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
理
想
的
な
発
話
状
況
」
は
、
合
理
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
で
あ
り
、
そ
の
下
で
は
、
合
意
を
目
指
す
討
議
参

加
者
は
、
外
部
的
な
諸
要
素
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
自
由
な
討
議
を
行
い
、「
よ
り
良
い
論
証
の
力
」
に
基
づ
き
直
観
的
な
了
解
に
は
依
存

せ
ず
に
、
正
当
な
諸
内
容
を
証
明
、
導
出
し
得
る
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
説
明
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（V

gl. A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie （F
n.1

）, 
S.273 f

）。 

（
70
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.111 .

（
71
）  

A
.K

aufm
ann, D

ie Idee der Toleranz （F
n.47

）, S.97 ff.

（
72
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.108 .

（
73
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.104 .

（
74
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.108 .

（
75
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.106 f.

（
76
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.107 .

（
77
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F

n.1

）, S.344 .

（
78
）  
A

.K
aufm

ann, ibid., S.344 .

（
79
）  

A
.K

aufm
ann, D

ie Idee der Toleranz （F
n.47

）, S.111 .

（
80
）  

例
え
ば
、A

.K
aufm

ann, U
nzeitgem

äße B
etrachtungen zum

 Schuldgrundsatz im
 Strafrecht, in:  Juristische A

usbildung 1986 , S.225 ff., 
D

ers;  Strafrecht und Freiheit, in:  Ü
ber G

erechtigkeit （F
n.4

）, S.65 ff.

（
81
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, Strafrecht und Freiheit （F
n.80

）, S.72 .
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（
82
）  

A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie （F
n.1

）, S.342 .

（
83
）  

A
.K

aufm
ann, ibid., S.342 .

（
84
）  

A
. K

aufm
ann, D

er E
ntfesselte P

rom
etheus —

 der H
um

angenetik und der Fortpflanzungstechnologien aus rechtlicher Sicht, in:  A
lbin 

E
ser, A

lfred K
ünschner （H

rsg.

）, R
echt und M

edizin, D
arm

stadt, 1990 , S.324 .

（
85
）  

A
.K

aufm
ann, D

ie Idee der Toleranz （F
n.47

）, S.111 .

（
86
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.23 .

（
87
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.23 f.

（
88
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht （1974

）, in:  Starafrecht zw
ischen G

estern und M
orgen;  A

usgew
ählte A

ufsätze 

und Vorträge, K
öln-B

erlin-B
onn-M

ünchen, 1983 , S.81 ff.

（
89
）  

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
最
も
寛
大
な
や
り
方
で
以
っ
て
人
間
に
不
幸
の
中
の
残
さ
れ
た
最
小
限
を
担
わ
せ
る
よ
う
な
消
極
的
功
利
主
義
が
、
実
用
的
で
倫

理
的
に
是
認
可
能
だ
と
述
べ
て
い
る
（V

gl. A
.K

aufm
ann, R

echtsphilosophie （F
n.1

）, S.150 .

）。

（
90
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.30 .

（
91
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.25 .

（
92
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F

n.1

）, S.273 f.

（
93
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, ibid., S.274 f. 

ま
た
、
同
様
の
ロ
ー
ル
ズ
の
直
観
主
義
へ
の
批
判
が
、R

.M
. H

are, M
oral T

hinking, O
xford, 1981

で
展
開
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
が
「
正
義
の
感
覚
（sence of justice

）」
を
以
っ
て
行
う
道
徳
的
判
断
が
、
全
体
の
整
合
性
を
担
保
し
得
る
と
す

る
点
が
直
観
主
義
的
だ
と
批
判
さ
れ
る
。

（
94
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F

n.1

）, S.275 f.

（
95
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, G
eneralisierung und Individualisierung （F

n.4

）, S.338 f.

（
96
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, N
egativer U

tilitarism
us （F

n.1

）, S.23 .

（
97
）  

V
gl. A

.K
aufm

ann, R
echtsphilosophie （F
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