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一

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
か
ら
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
へ

―
根
源
悪
と
人
権
概
念
を
め
ぐ
っ
て

円
　
谷
　
裕
　
二

は
じ
め
に

　

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
は
、
社
会
科
学
の
中
の
政
治
学
と
い
う
一
分
野
に
お
け
る
政
治
哲
学
や
政
治
思
想
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、「
複
数
性
」（V

A
17/12

）
の
立
場
か
ら
「
政
治
的
な
も
のdas Politische

」（ibid.

）
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
洋
哲
学

4

4

4

4

そ
の
も
の
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
る（
１
）。
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼
女
の
哲
学
は
、「
権

力
へ
の
意
志
」
の
立
場
か
ら
ギ
リ
シ
ア
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
、
さ
ら
に
は
近
代
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
ニ
ー
チ
ェ
哲

学
に
も
比
肩
し
う
る
射
程
を
も
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
で
、
カ
ン
ト
哲
学
と
の
比
較
を
通
し
て
彼
女
の
哲
学
の
独
自
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ

の
た
め
に
両
者
に
お
け
る
「
根
源
悪das radikal Böse

」
と
「
人
権M

enschenrechte

」
の
概
念
を
手
が
か
り
に
し
よ
う
。
こ

の
両
概
念
を
め
ぐ
っ
て
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
人
間
や
行
為
に
対
す
る
両
者
の
哲
学
の
基
本
的
立
場
の
相
違

を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、ま
ず
、根
源
悪
に
つ
い
て
の
両
者
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る（
第
一
節
）。次
に
、カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
に
対
す
る
ア
ー

レ
ン
ト
の
「
否
認
」
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
、「
人
権
」
さ
ら
に
は
「
人
格
」「
人
間
性
」
と
い
っ



二

た
諸
概
念
の
検
討
を
通
し
て
、
両
者
の
基
本
的
立
場
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
三
・
四
節
）。

第
一
節
　
根
源
悪
の
問
題

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
全
体
主
義
の
起
源
』
第
三
部
第
三
章
「
全
体
的
支
配
」
に
お
い
て
「
根
源
悪
」
の
問
題
を
俎
上
に
載
せ
、
カ

ン
ト
の
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』［
以
下
『
宗
教
論
』
と
略
記
］
第
一
篇
に
お
け
る
「
根
源
悪
」
の
概
念
を
批
判

し
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
根
源
悪
と
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
な
、
定
言
命
法
に
反
す
る
個
人
の
行
為
の
動
機

4

4

4

4

4

4

4

4

の
問
題

に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
伝
統
的
な
「
意
味
連
関
の
破
壊
」（T

H
939/

Ⅲ263

）
で
あ
り
、
従
来
の
哲
学
の
枠
組
み
か

ら
は
理
解
不
能
な
、
全
体
主
義
に
特
有
の
「
超
意
味Suprasinn

」（ibid.

）
な
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
根
源
悪
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
の
伝
統
全
体
の
せ
い
で
あ
る
。
そ

し
て
根
源
悪
に
つ
い
て
の
こ
の
理
解
不
可
能
性
は
、
悪
魔
で
す
ら
天
上
か
ら
来
た
も
の
と
し
て
認
め
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に

も
、
ま
た
、「
根
源
悪
」
と
い
う
新
し
い
言
葉
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
根
源
悪
の
存
在
を
少
な
く
と
も
予
感
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
唯
一
の
哲
学
者
で
あ
る
カ
ン
ト
に
も
、
当
て
は
ま
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
は
、
こ
の
予
感
を
、
倒
錯
し
た
悪
い
意
志

pervertiert-böser W
ille

と
い
う
概
念
を
持
ち
だ
し
て
た
ち
ま
ち
、［
内
面
的
］
動
機
に
よ
っ
て
理
解
し
う
る
も
の
に
合
理
化

し
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
［
伝
統
的
哲
学
の
］
あ
ら
ゆ
る
尺
度
を
ぶ
ち
こ
わ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
［
根
源
悪
と
い

う
］
途
方
も
な
い
現
実
の
中
で
直
面
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
拠
り
所
と
す
べ
き
も
の
は
実
際
な

い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
次
の
一
事
だ
け
は
明
ら
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
根
源
悪
と
は
、
こ
の
悪
の
中
で

は
す
べ
て
の
人
間
が
ひ
と
し
な
み
に
無
用
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4überflüssig

も
の
に
な
る

4

4

4

4

4

よ
う
な
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
連
関
に
お
い
て
現
れ
て
く
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三

る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
わ
れ
わ
れ
も
確
認
し
う
る
の
だ
。（T

H
941f./

Ⅲ266

）

　

あ
る
い
は
、『
活
動
的
生
』
の
第
五
章
「
行
為
」
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
根
源
悪
」
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

罰
す
る
こ
と
も
赦
す
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
は
、
カ
ン
ト
以
来<

根
源
悪>

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
何

で
あ
る
か
は
わ
れ
わ
れ
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。・
・
・
根
源
悪
は
人
間
事
象
の
領
域
を
踏
み
越
え
人
間
の
力
の
及
び
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（V
A

307/316

）

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
著
書
『
根
源
悪
―
あ
る
哲
学
的
問
い
か
け
』（
邦
訳
名
『
根
源
悪
の
系
譜
―
カ
ン
ト
か
ら
ア
ー

レ
ン
ト
ま
で
』）
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
立
場
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
、「
根
源
悪
」
を
め
ぐ

る
両
者
の
根
本
的
相
違
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
称
賛
と
、
彼
女
自
身
の
思
考
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
か
ら
い
か
に
大
き
く
逸
脱

4

4

4

4

4

し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
で
、
自
己
愛

4

4

4

（
利
己
心

4

4

4

）こ
そ
が
悪
の
起
源

4

4

4

4

4

4

4

だ
と
明
言
す
る
。
こ
の
こ
と
を
、ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は
、［
全
体
主
義
と
い
う
］根
源
悪
を
め
ぐ
っ
て
、

否
認
す
る

4

4

4

4

。
人
間
と
し
て
の
人
間
を
無
用
に
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4superfluous
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
―
―
諸
個
人
を
手
段
と
し
て

の
み
扱
い
、
そ
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
―
―
に
従
わ
な
い
こ
と
よ
り
も
さ
ら
に
根
源
的

4

4

4

4

4

4

な
の
で
あ
る
。・
・
・
カ

ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
発
性
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
合
理
性
と
自
由
を
、
本
質
的
に
特
徴
付
け
る
。
カ
ン
ト
の
地
平
に
立
て
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
人

間
の
自
発
性
が
除
去
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
無
意
味
で
あ
る
。・
・
・
け
れ
ど
も
、
二
十
世
紀
の
全
体
主



四

義
に
よ
っ
て
、
人
間
の
自
発
性
が
除
去
さ
れ
う
る
可
能
性
を
あ
ま
り
に
現
実
的
な
も
の

4

4

4

4

4

4

と
し
て
受
け
止
め
て
生
き
ざ
る
を
え
な

い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
自
発
性
が
合
理
的
な
人
間
生
活
の
可
能
性
そ
の
も
の
の
必
要
条
件
で
あ
る
点
で
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
と
意
見
を
異
に
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
が
カ
ン
ト
と
袂
を
分
か
つ
の
は
、
一
見
す
る
と
人
間
生
活

の
超
越
論
的
な
条
件
で
す
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
全
体
主
義
的
手
段
を
通
じ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
経
験
的
に
除
去
さ
れ
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
考
え
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の

考
え
が
彼
女
に
よ
る
根
源
悪
の
理
解
の
核
心
に
あ
る（
２
）。

　

こ
れ
ら
の
引
用
を
踏
ま
え
な
が
ら
以
下
に
お
い
て
は
、
根
源
悪
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
相
違
、
ひ
い
て
は
両
者
の
哲

学
の
根
本
的
差
異
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
カ
ン
ト
の
考
え
る
根
源
悪
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、カ
ン
ト
は
「
自
己
愛Selbstliebe

」
こ
そ
が
悪
の
根
源
、つ
ま
り
根
源
悪
だ
と
考
え
る
。

自
己
愛
が
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
格
率
の
原
理
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
悪
の
源
泉
で
あ
る
。（RGV

45

）

　

な
ぜ
「
自
己
愛
」
が
根
源
悪
に
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
考
察
の
た
め
に
は
批
判
期
の
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
を
踏

ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
宗
教
論
』
以
前
に
す
で
に
、『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
は
、
有
限
な
人

間
の
道
徳
的
行
為
を
命
じ
る
根
本
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
定
言
命
法
に
従
う
行
為
こ
そ
が
道
徳
的
行
為
で
あ
る
。
た
し
か
に

「
自
己
愛
」
は
定
言
命
法
に
反
す
る
行
為
を
導
く
動
機

4

4

と
し
て
こ
れ
ら
二
著
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
が
、
し
か
し

批
判
期
に
お
い
て
は
、「
自
己
愛
」
が
根
源
悪
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
カ
ン
ト
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五

は
、
批
判
期
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ど
の
よ
う
な
行
為
が
道
徳
的
に
善
な
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
道
徳
哲
学
を
展

開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、そ
し
て
こ
の
問
題
に
対
す
る
最
終
的
な
解
決
と
し
て
、道
徳
法
則
の
意
識
が
「
理
性
の
事
実
」（K

pV
31

）

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
定
言
命
法
を
人
間
理
性
の
根
源
的
事
実
と
し
て
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
宗
教
論
』
に
至
る
と
、
批
判
期
と
は
異
な
り
、
善
で
は
な
く
悪
の
問
題
か
ら
道
徳
的
善
の
可
能
性
を
照
射
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
批
判
期
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
道
徳
哲
学
の
原
理
で
あ
る
定
言
命
法
に
関
し
て
、
そ
の
原
理
に
違
反
す

る
よ
う
な
反
道
徳
的
行
為
と
は
何
で
あ
り
、ま
た
そ
の
究
極
の
根
拠
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
問
う
こ
と
を
通
し
て「
悪

の
原
理
に
対
す
る
善
の
原
理
の
勝
利
」（RGV

93

）
を
導
出
す
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
「
根
源
悪
」
と
い
う
概
念
が
カ

ン
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
提
起
さ
れ
、
こ
の
「
根
源
悪
」
の
最
根
拠
を
「
自
己
愛
」
と
い
う
動
機
の
う
ち
に
見
届
け
る
に
至
る
。

　

以
上
の
カ
ン
ト
の
議
論
と
そ
れ
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
か
ら
は
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
特
徴
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
カ
ン
ト
は
、『
宗
教
論
』
に
お
い
て
悪
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
は
い
る
も
の
の
、
根
源
悪
を
原
罪
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

神
学
上
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
有
限
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
立
場
に
定
位
し
な
が
ら
、根
源
悪
が
「
自

由
な
選
択
意
志
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（RGV

37

）
と
語
り
、
根
源
悪
の
問
題
を
み
ず
か
ら
の
道
徳
哲
学
に
基
づ
い

て
な
い
し
は
そ
の
枠
内
で
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
と
は
、
実
際
に
生
起
し
た
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
そ
の
道
徳
的
善
悪
の
基
準
を
問
う
と
い
う
よ
り

も
む
し
ろ
、
行
為
の
「
主
観
的
原
理
」
で
あ
る
意
志
の
「
格
率
」（GM

S400

）
の
道
徳
性
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、

行
為
を
導
く
の
は
、
物
理
的
力
で
も
な
け
れ
ば
、
社
会
制
度
や
伝
統
や
慣
習
で
も
な
く
、
ま
た
他
人
に
よ
る
外
的
強
制
で
も
な
く
し

て
、
あ
く
ま
で
も
個
人
の
自
由
な
選
択
意
志
な
の
だ
と
い
う
前
提
を
あ
ら
か
じ
め
暗
黙
に
認
め
た
う
え
で
、
意
志
の
格
率
が
道
徳
的

に
善
で
あ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
原
理
に
基
づ
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
周
知

の
よ
う
に
、『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、「
君
の
意
志
の
格
率
が
、
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
に
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行
為
せ
よ
」（K

pV
300

）
と
い
う
道
徳
法
則
を
導
出
し
た
。

　

第
三
に
、
し
か
し
な
が
ら
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
は
、「
完
全
に
善
い
意
志
」（GM

S414

）=

「
神
聖
な
、
絶
対
に
善
い
意
志
」

（GM
S439

）
で
あ
る
神
の
よ
う
に
お
の
ず
と
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
人
間
は
同

時
に
感
性
的
存
在
者
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
人
間
に
道
徳
法
則
に
反
す
る
格
率
を
採
用
さ
せ
る
の
だ
と
カ
ン

ト
は
考
え
る（
３
）。
人
間
の
感
性
的
傾
向
性
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
自
己
愛
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
己
愛
」
こ
そ
が
行
為

の
格
率
を
悪
へ
導
く
元
凶
な
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
行
為
論
お
よ
び
悪
論
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
、
行
為
の
問
題
を
意
志
の
問
題
と
し
て
、

そ
し
て
悪
の
問
題
を
自
己
愛
と
い
う
選
択
意
志
の
動
機
の
問
題
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
記
引
用
で
ア
ー
レ

ン
ト
は
、「
カ
ン
ト
は
［
根
源
悪
と
い
う
］
こ
の
予
感
を
、
倒
錯
し
た
悪
い
意
志
と
い
う
概
念
を
持
ち
だ
し
て
た
ち
ま
ち
、［
内
面

的
］
動
機
に
よ
っ
て
理
解
し
う
る
も
の
に
合
理
化
し
て
し
ま
っ
た
」
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
行
為
の
問
題
を
カ
ン
ト
が
、
選
択

意
志
を
超
え
た
次
元
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
意
志
の
動
機
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
そ
の
観
点
か
ら
解
決
を
与
え
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
が
根
源
悪
の
問
題
を
、意
志
の
問
題
と
し
て
、し
た
が
っ
て
ま
た
内
面
的
な
動
機
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
、「
自

己
愛
の
動
機
」（RGV
36

）
を
定
言
命
法
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
「
転
倒
」
な
い
し
「
倒
錯
」
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
転
倒
へ
の
性
癖
が
人
間
本
性
の
う
ち
に
存
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
う
ち
に
は
悪
へ
の
自
然
的
性
癖

4

4

4

4

4

4

4

4

が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
自
然
的
性
癖
そ
の
も
の
は
、
し
か
し
な
が
ら[

自
然
的
と
は
い
え]
、
結
局
は
自
由
な
選
択
意
志
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
道
徳
的
に
見
て
悪
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
悪
は
根
源
的

4

4

4
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radikal

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
格
率
の
根
拠
を
腐
敗
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
ま
た
、
根

源
悪
は
、
自
然
的
性
癖
で
あ
る
た
め
に
人
間
の
力
に
よ
っ
て
根
絶
は
で
き
な
い
。・
・
・
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ4

の
性
癖
は
自
由
に
行
為
す
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
打
ち
勝
つ
こ
と

が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（RGV

37

）

　

カ
ン
ト
は
、
根
源
悪
が
人
間
本
性
に
纏
わ
り
付
く
自
然
的
性
癖
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
人
間
の
力
に
よ
っ
て
完
全
に
根
絶
す
る

こ
と
は
不
可
能
だ
と
語
り
な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
れ
で
も
根
源
悪
が
人
間
の
「
自
由
な
選
択
意
志
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
は
そ
れ
に
「
打
ち
勝
つ
こ
と
が
可
能
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

第
五
に
、
と
こ
ろ
が
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
根
源
悪
の
問
題
が
、
自
然
的
性
癖
と
か
意
志
や
動
機
の
問
題
と
か
人
間
の
自
由
な
選
択
意

志
の
問
題
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
内
面
的
動
機
主
義
に
よ
っ
て
は
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
カ
ン
ト
の
み
な
ら
ず
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
以
来
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
を
経
て
カ
ン
ト
に
至
る
ま
で
の
伝
統
的
哲
学
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
け
っ
し
て
理
解
で
き
る
よ
う

な
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。

罰
す
る
こ
と
も
赦
す
こ
と
も
で
き
な
い
根
源
悪
は
、
利
己
主
義
や
貪
欲
や
利
欲
や
怨
恨
や
権
力
欲
や
怯
懦
の
よ
う
な
悪
い
動
機

に
よ
っ
て
は
も
は
や
理
解
で
き
な
い
し
説
明
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。（T

H
941/

Ⅲ266

）。

　

根
源
悪
は
、
悪
の
問
題
を
心
の
問
題
や
意
志
の
問
題
に
還
元
し
て
き
た
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
の
伝
統
全
体
」
に

よ
っ
て
は
理
解
不
可
能
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
越
し
た
次
元
に
こ
そ
存
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
強
調

す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
罰
し
た
り
赦
し
た
り
で
き
る
悪
と
は
理
解
可
能
な
悪
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
悪
と
は
あ
く
ま
で
も
、「
人
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間
事
象
の
領
域
」
内
で
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
し
て
「
哲
学
の
伝
統
」
が
問
題
に
し
て
き
た
の
も
そ
の
よ
う
な
悪
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

第
六
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
根
源
悪
と
は
、
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、「
諸
個
人
を
手
段
と
し
て
の
み
扱
い
、

そ
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
定
言
命
法
に
従
わ
な
い
こ
と
」
な
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
こ
の
根
源
悪
に
つ
い
て
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
、
一
九
五
一
年
三
月
四
日
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
宛
書
簡
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
与
え
て
い
る
。

最
大
の
悪
な
い
し
根
源
悪
は
も
は
や
、罪
深
い
動
機
づ
け
の
よ
う
な
、人
間
的
に
理
解
可
能
な
も
の
と
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。・・・

人
間
を
目
的
の
た
め
の
手
段
と
す
る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の
本
質
に
は
手
を
付
け
ず
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
だ
け
を
侵
害

し
ま
す
。
そ
う
で
は
な
く
、［
根
源
悪
は
、］
人
間
を
人
間
と
し
て
無
用
に
す
る
の
で
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（A
J202/I192

）

　
「
自
己
愛
」
を
動
機
と
す
る
反
道
徳
的
行
為
は
、
た
し
か
に
諸
個
人
を
手
段
と
し
て
扱
い
そ
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
が
、
し
か
し
こ

こ
で
考
え
る
べ
き
は
、
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
、
人
間
を
、「
理
性
を
欠
き
、
た
だ
手
段
と
し
て
の
相
対
的
価
値
だ
け
し
か
も
た
な
い
存

在
者
」
と
し
て
の
単
な
る
「
物
件
」（GM

S428

）
と
見
な
し
て
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、「
人
間
を
人
間
と
し
て
無

用
に
す
る
」
こ
と
で
も
な
い
の
だ
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
を
解
釈
す
る
。
カ
ン
ト
が
悪
と
見
な
す
「
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
」
と

は
、
理
性
的
存
在
者
一
般
に
共
通
し
て
存
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
る
犯
す
ベ
か
ら
ざ
る
「
人
間
の
本
質
」
に
は
「
手
を
付
け
な

い
で
」、
た
ん
に
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
解
釈
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
人
間
に
は
そ
こ
か

ら
け
っ
し
て
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
本
質
」
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
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ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
の
根
本
的
相
違
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
な
の
で
後
ほ
ど
（
第
三
節
）
詳
論
す
る
が
、
こ
こ
で
の
人
間
の
本

質
と
は
、カ
ン
ト
に
と
っ
て
人
間
一
般
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
る
必
然
的
性
質

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、彼
は
そ
れ
を
「
目
的
自
体
」
と
し
て
の
「
絶

対
的
価
値
」（GM

S429

）
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
お
よ
び
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
カ
ン
ト
解
釈
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
に
反

す
る
悪
行
為
と
は
、
け
っ
し
て
、
そ
の
「
人
間
の
本
質
」
ま
で
を
も
「
無
用
に
す
る
」
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ

そ
カ
ン
ト
の
根
源
悪
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
根
源
悪
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て
は
、
人
間
存
在
は
、
本
質
的
に
つ
ま
り
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
物
件
で
は
な
く
人
格
性
を
具
え
た
理
性

的
存
在
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
よ
う
と
も
、
つ
ま
り
目
的
自
体
と
し
て
で

は
な
く
た
ん
に
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
で
さ
え
も
、
人
間
が
「
物
件
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は

ま
さ
に
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
や
宗
教
論
の
根
本
前
提
を
な
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、カ
ン
ト
の
根
源
悪
に
関
し
て
、人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う「
人

間
と
し
て
の
本
質
に
は
手
を
付
け
ず
に
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
だ
け
を
侵
害
す
る
こ
と
な
の
だ
」
と
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
目
的
か
手
段
か
の
二
者
択
一
と
、
人
格
か
物
件
か
の
二
者
択
一
と
は
、
け
っ
し
て
重
ね

合
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
を
手
段
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
「
自
己
愛
」
に
基
づ
く
反
道
徳

的
行
為
で
あ
り
、
ま
た
定
言
命
法
に
反
す
る
根
源
悪
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、「
人
間
と
し
て
の
本
質
に
は
手
を
付
け
な
い
」
か
ぎ
り
の
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
根
源
悪
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
人
間
の
う
ち
に
目
的
自
体
と
し
て
の
側
面
と
感
性
的
側
面
と
の
両
面
を
認
め
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
感
性
的
側
面
が
手

段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
目
的
自
体
と
し
て
の
側
面
が
無
に
帰
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
、「
人
間
と
し
て
の
人
間
を
無
用
に
す
る
」
よ
う
な
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
る
「
根
源
悪
」
と
は
似
て
非
な
る
も

の
な
の
で
あ
る
。



一
〇

　

第
七
に
、
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
全
体
主
義
に
よ
っ
て
暴
き
出
さ
れ
た
根
源
悪
に
直
面
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
自
己
愛
を

悪
の
根
源
だ
と
見
な
す
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
を
「
否
認
」
す
る
の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
否
認
の
も
つ
意
味
は
非
常
に
根
本
的

な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
カ
ン
ト
の
根
源
悪
論
の
否
認
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
む
し
ろ
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
道
徳

哲
学
を
含
む
カ
ン
ト
哲
学
全
体
に
対
す
る
挑
戦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。言
い
換
え
れ
ば
、カ
ン
ト
の
根
源
悪
へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の「
否
認
」

と
は
、
根
本
的
に
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
、
い
や
、
法
哲
学
や
政
治
哲
学
を
含
め
た
カ
ン
ト

の
実
践
哲
学
全
体
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
、
理
論
に
対
す
る
実
践
の
優
位
と
い
う
、
理
論

と
実
践
の
関
係
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
挑
戦
で
も
あ
り
、
ひ
い
て
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
そ
の
も
の
に

対
す
る
挑
戦
だ
と
言
え
よ
う
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
　
超
越
論
的
哲
学
へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
挑
戦

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
自
己
愛
」
に
由
来
す
る
カ
ン
ト
の
根
源
悪
を
「
否
認
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
は
ど
こ
へ
向
か
お
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
と
連
動
す
る
こ
と
だ
が
、
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
が
、
カ
ン
ト
の
根
源
悪
よ
り
も
ア
ー
レ
ン
ト

の
根
源
悪
の
ほ
う
が
「
さ
ら
に
根
源
的
で
あ
る
」
と
語
る
場
合
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
バ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
を
決
定
的
に
分
か
つ
分
岐
点
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
根
源
悪
の
核
心
が
、「
一
見
す

る
と
人
間
生
活
の
超
越
論
的
な
条
件
で
す
ら
、
全
体
主
義
的
手
段
を
通
じ
て
、
経
験
的
に
除
去
さ
れ
う
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
」
に

存
す
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
の
考
察
は
、
わ
れ
わ
れ
を
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
の
間
の
根
本
的
相
違
に
導
く
は

ず
で
あ
る
。
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一

　
「
カ
ン
ト
の
地
平
」
に
立
つ
か
ぎ
り
は
、「
超
越
論
的
条
件
」
は
、
人
間
に
と
っ
て
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
必
然
的
な
も
の
と
し

て
い
わ
ば
「
人
間
の
本
質
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
人
間
か
ら
取
り
去
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
バ
ー

ン
ス
タ
イ
ン
は
、「
超
越
論
的
な
条
件
で
す
ら
、
全
体
主
義
的
手
段
を
通
じ
て
、
経
験
的
に
除
去
さ
れ
う
る
と
考
え
る
」
の
は
明
ら

か
に
「
無
意
味
」
で
あ
り
、
矛
盾
だ
と
語
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
超
越
論
的
条
件
」
と
は
、
理
論
的
で
あ
れ
実
践
的
で
あ
れ
、「
経

験
一
般
の
可
能
性
の
条
件
」
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
が
「
経
験
的
に
除
去
さ
れ
う
る
」
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、「
経
験
的
な
除
去
」
で
さ
え
も
そ
れ
が
「
経
験
」
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、「
経
験
の
可
能
性
の
条
件
」
で
あ
る
「
超
越
論

的
条
件
」
に
従
っ
て
「
除
去
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、<

ア
ー
レ
ン
ト
の
地
平>

に
立
て
ば
、事
情
は
一
変
し
、そ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に<

ア
ー

レ
ン
ト
の
地
平>

か
ら
す
れ
ば
、
超
越
論
的
な
も
の
は
経
験
的
に
除
去
で
き
な
い
と
い
う
「
カ
ン
ト
の
地
平
」
は
た
ん
に
「
一
見

し
た
と
こ
ろ
」
の
地
平
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

<

ア
ー
レ
ン
ト
の
地
平>

に
お
い
て
は
、
超
越
論
的
な
も
の
で
さ
え
経
験
的
に
除
去
さ
れ
う
る
こ
と
が
有
意
味

4

4

4

な
こ
と
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
地
平
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
「
超
越
論
的
条
件
」
と
は
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
超
越
論
的
な
も
の
と
経

験
的
な
も
の
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
が
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
差
異
を
考
え
る

う
え
で
の
根
本
問
題
で
あ
る
。

　

な
ぜ
「
カ
ン
ト
の
地
平
」
で
は
超
越
論
的
な
も
の
が
経
験
的
に
除
去
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

思
う
に
そ
れ
は
、
超
越
論
的
な
も
の
が
経
験
的
な
も
の
の
次
元
を
文
字
通
り<

超
越>

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
か
ら
の
攻

撃
を
あ
ら
か
じ
め
回
避
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、「
カ
ン
ト
の
地
平
」
に
お
い
て
は
、
超
越
論
的
な
も
の
は
、「
経
験
一
般

の
可
能
性
の
条
件
」
で
あ
る
か
ぎ
り
可
能
的
経
験
世
界
か
ら
離
反
し
た
り
そ
れ
を
文
字
通
り
超
越
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
可
能
的
経
験
世
界
に
関
わ
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
超
越
論
的
な
も
の
は
「
可
能
性
の
条
件
」
と
し
て



一
二

現
実
的
経
験
に<

先
立
っ
て
い
る>

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
実
的
経
験
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

カ
ン
ト
は
、
自
発
性
が
人
間
の
超
越
論
的
条
件
だ
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
た
と
え
外
的

に
ど
れ
ほ
ど
束
縛
さ
れ
て
自
由
を
制
限
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
で
も
依
然
と
し
て
人
間
の
意
志
あ
る
い
は
心
は
自
由
で
あ
り
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
い
か
な
る
外
的
世
界
や
現
実
世
界
も
人
間
か
ら
自
由
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
発
性
や
自
由
が
人
間

の
超
越
論
的
条
件
で
あ
る
と
は
、
可
能
性
の
条
件
が
外
的
強
制
な
ど
の
い
か
な
る
現
実
に
も
先
立
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ

ゆ
え
に
ど
の
よ
う
な
現
実
的
経
験
に
よ
っ
て
も
可
能
性
の
条
件
が
「
除
去
」
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
て
、
人
間
の
人

間
た
る
所
以
で
あ
る
そ
の
本
質
を
、
現
実
世
界
を<

超
越>

し
た
も
の
と
か
あ
る
い
は
現
実
世
界
の
さ
ら
な
る
内
奥

4

4

に
求
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
現
実
世
界
や
経
験
世
界
か
ら
無
傷
の
ま
ま
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
も
超
越
論
的
な
も
の
が
経
験
的
に
除
去
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、「
カ
ン
ト
の
地
平
」
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
超
越
論
的
な
も
の
は
も
は
や
超
越
論
的
な
も
の
と
は
言
え
ず
経
験
的
な
も
の
の
次
元
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う

こ
と
は
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
窺
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
超
越
論
的
な
も
の
が
経
験
的
に
除
去
で
き
る
と
言
わ
れ
る
場
合
の
超
越
論
的

な
も
の
と
は
、
け
っ
し
て
経
験
的
な
も
の
の
「
可
能
性
の
条
件
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、<

可
能
性
が
現
実
性
に
先
立
つ>

の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
、

む
し
ろ
逆
に
、
伝
統
的
に
は
超
越
論
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
も
の
、
例
え
ば
「
人
間
の
本
質
」
は
、
実
の
と
こ
ろ
は
、「
か

ぎ
り
な
い
多
様
性
を
も
っ
て
い
て
け
っ
し
て
一
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
純
粋
な
所
与
性
と
し
て
の
現
実
性
と
事
実
性
」

（T
H

939/

Ⅲ263

）
を
土
台
な
い
し
背
景
に
し
て
こ
そ
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
能
性
が
現
実
性
に
先
立
つ
の
で
は
な
く
、

可
能
性
は
「
現
実
性
と
事
実
性
」
に
基
づ
き
そ
こ
か
ら
の
派
生
態
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
４
）。

　

以
上
の
よ
う
な
事
態
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
、カ
ン
ト
の
根
源
悪
よ
り
も
ア
ー
レ
ン
ト
の
根
源
悪
が「
さ

ら
に
根
源
的
だ
」
と
語
り
え
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
人
間
の
本
質
」
や
「
可
能
性
の
条
件
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
考
え
方
が
ま
た
、
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一
三

次
節
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
啓
蒙
期
の
理
性
主
義
に
お
け
る
「
人
権
」
概
念
や
「
人
格
」
概
念
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判

理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
可
能
性
に
先
立
つ
現
実
性
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
も
の
と
は
よ
り
具
体
的
に
は
い
か
な
る
世

界
で
あ
り
、
ま
た
、
根
源
悪
を
招
来
す
る
全
体
主
義
の
世
界
観
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
可
能
性
を
現
実
性
に
先

立
て
る
カ
ン
ト
の
世
界
像
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

根
源
悪
の
背
景
に
あ
る
全
体
主
義
の
思
想
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

［
全
体
主
義
の
］
全
体
的
支
配
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
推
論
の
手
段
と
し
た
り
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
通
常
そ
の
な
か
で
行
動
し
た
り

し
て
い
る
意
味
連
関Sinnzusam

m
enhänge

を
こ
と
ご
と
く
破
壊
す
る
一
方
、
他
方
で
は
、
超
意
味

4

4

4Suprasinn

と
で
も
言

う
べ
き
も
の
を
作
り
上
げ
る
。・
・
・
全
体
主
義
社
会
の
無
意
味
性
の
上
に
君
臨
す
る
の
は
、
歴
史
の
鍵
を
握
り
あ
ら
ゆ
る
謎
の

解
決
を
見
つ
け
た
と
称
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
つ
超
意
味
な
の
だ
。・
・
・［
超
意
味
と
い
う
］
一
義
的
な
世
界
像
、
つ
ま
り

ま
っ
た
く
矛
盾
を
含
ま
な
い
世
界
観
を
も
ち
た
い
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
願
望
・
・
・
の
中
に
は
、
か
ぎ
り
な
い
多
様
性
を
も
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い
て
け
っ
し
て
一
元
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
純
粋
な
所
与
性
と
し
て
の
現
実
性
と
事
実
性
に
対
す
る
蔑
視

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
あ
る
。

こ
の
蔑
視
こ
そ
、
全
体
主
義
の
フ
ィ
ク
テ
ィ
ヴ
な
世
界
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
を
な
し
て
い
る
。（T

H
939/

Ⅲ263

）。

　
「
か
ぎ
り
な
い
多
様
性
」
を
も
つ
現
実
的
世
界
を
蔑
視
し
て
そ
こ
か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
義
的
な
無
矛
盾
の
世
界
を

願
望
す
る
こ
と
が
、
全
体
主
義
の
世
界
像
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
現
実
性

と
は
汲
み
尽
く
し
え
な
い
無
限
の
多
様
性
と
偶
然
性
を
孕
み
つ
つ
、
人
間
の
「
複
数
性
の
条
件
」
の
も
と
で
の
「
人
間
事
象
の
関
係

の
網
の
目
」（V

A
222/228

）
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
中
で
こ
そ
「
行
為
と
言
論
」（ibid.

）
に
よ
る
人
間
相
互
の
対
話
と
論
争



一
四

の
政
治
的
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
世
界
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
特
徴
と
し
て
、「
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
」（V

A
300/308

）
と
「
予

測
不
可
能
性
」（V

A
311/320

）
を
挙
げ
る
。
複
雑
に
絡
み
合
う
「
関
係
の
網
の
目
」
の
現
実
世
界
の
中
で
そ
れ
に
耐
え
る
こ
と
が

で
き
ず
、
こ
の
世
界
か
ら
の
脱
出
願
望
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
と
き
に
こ
そ
、
全
体
主
義
の
「
一
義
的
世
界
」
が
現
出
し
て
く
る
の

だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
見
定
め
る
。

　

い
や
、二
十
世
紀
の
全
体
主
義
に
限
ら
ず
、そ
も
そ
も
根
源
悪
を
理
解
不
可
能
に
し
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
の
伝
統
全
体
」
や
、

根
源
悪
を
自
己
愛
と
い
う
動
機
に
還
元
し
て
し
ま
う
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
も
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
多
様
性
と
偶
然

性
の
複
雑
な
絡
み
合
い
か
ら
な
る
現
実
世
界
か
ら
の
逃
避
で
あ
り
（
５
）、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
全
体
主
義
に
通
じ
る
世
界
像
な

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
全
体
主
義
に
お
け
る
「
全
体
的
支
配
」
は
、
た
ん
に
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
世
界
観

に
と
ど
ま
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
現
代
に
至
る
西
洋
哲
学
の
伝
統
の
う
ち
に
も
胚
胎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

可
能
性
が
現
実
性
に
先
立
つ
と
か
可
能
世
界
は
現
実
世
界
に
先
立
つ
と
い
う
世
界
像
は
、
カ
ン
ト
に
限
ら
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
プ

ラ
ト
ン
以
来
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
経
て
、
近
代
哲
学
に
至
る
西
洋
の
伝
統
的
哲
学
の
基
本
的
発
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝

統
的
哲
学
の
発
想
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
根
底
か
ら
覆
そ
う
と
反
旗
を
翻
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
よ
う
な

考
え
方
に
至
っ
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
全
体
主
義
と
い
う
「
現
実
的
」
経
験
に
遭
遇
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
人
間
事
象
に
お
け
る
多
様
性
の
「
関
係
の
網
の
目
」
か
ら
逃
避
せ
ず
に
、
そ
れ
に
耐
え
う
る
た
め
の
方
法
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
関
係
の
網
の
目
」
の
中
で
の
人
間
行
為
の
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
」
と
「
予
測
不
可
能
性
」
か
ら
救
わ
れ

る
方
法
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
方
法
が
容
易
に
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
十
分
に

自
覚
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
一
条
の
光
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
指
し
示
す
の
が
「
赦
し
」（V

A
300ff./308

以
下
）
と
「
約

束
」（V

A
311ff./320

以
下
）
で
あ
る（
６
）。



カントの超越論的哲学からアーレントの政治哲学へ

一
五

第
三
節
　
人
権
概
念
と
人
間
の
本
質

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
人
間
の
本
質
」
は
「
超
越
論
的
条
件
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
「
除
去
」
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
全
体
的
支
配
の
中
で
脅
か
さ
れ
て
い
る
の
は
じ
つ
は
、
人
間
の
本
質
で
あ
る
」（T

H
941/

Ⅲ

265

）
と
語
り
、
さ
ら
に
は
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
「
超
越
論
的
な
条
件
で
す
ら
、
全
体
主
義
的
手
段
を
通
じ
て
、
経
験
的
に

除
去
さ
れ
う
る
」。

　

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、「
人
間
の
本
質
」
と
い
う
言
葉
が
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
お
い
て
は
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
相
違
は
両
者
の
哲
学
の
決
定
的
な
違
い
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
が
、
本
節
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ま
ず
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
人
間
の
本
質
」・「
人
間
の
尊
厳
」・「
人
格
の
尊
厳
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

理
性
を
欠
き
、
た
だ
手
段
と
し
て
の
相
対
的
価
値
だ
け
し
か
も
た
な
い
存
在
者
は
、
物
件Sache

と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
、

理
性
を
そ
な
え
た
存
在
者
は
人
格Person

と
呼
ば
れ
る
。（GM

S428

）

　

物
件
は
「
代
替
可
能
」（GM

S434

）
で
あ
り
そ
の
価
値
は
「
価
格Preis

」（ibid.

）
と
呼
ば
れ
、
他
方
、
人
格
は
比
類
な
い
価
値

で
あ
る
「
尊
厳W

ürde

」（ibid.

）=

「
絶
対
的
価
値
」（GM

S428
）
を
も
つ
。
尊
厳
を
も
つ
人
格
は
「
目
的
自
体
」
な
い
し
「
客

観
的
目
的
」（GM

S428

）
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
が
他
の
も
の
の
た
め
の
手
段
と
な
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
人
格
は
代
替
不
可

能
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
な
ぜ
人
格
が
目
的
自
体
で
あ
り
、
ま
た
「
価
格
」
で
は
な
く
「
尊
厳
」
を
も
つ
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



一
六

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
こ
そ
が
カ
ン
ト
哲
学
の
核
心
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
が
立
法
し
か
つ
み
ず
か
ら
が
そ
れ
に
服
従
す
る
と
い
う

「
自
律A

utonom
ie

こ
そ
が
、
人
間
本
性
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
本
性
の
尊
厳
の
根
拠
で
あ
る
」（GM

S436

）。
つ
ま
り
カ
ン
ト

に
お
け
る「
人
間
の
本
質
」「
人
間
の
尊
厳
」は
、人
間
が「
自
律
」的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。そ
し
て
さ
ら
に
こ
の「
自
律
」

の
根
拠
は
何
か
と
問
え
ば
、
そ
れ
は
「
道
徳
法
則
の
意
識
は
、
理
性
の
事
実
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
答
え
で
あ
る
。
カ
ン

ト
は
、
人
間
が
理
性
、
し
か
も
実
践
理
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
「
自
律
」
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
人
格
」
と
呼
ば
れ
、

「
尊
厳
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
理
性
を
も
つ
か
ぎ
り
の
存
在
者
は
す
べ
て
等
し
く

4

4

4

4

4

4

「
自
律
」
的
存
在
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
「
人
格
」

な
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
理
性
的
存
在
者
は
す
べ
て
あ
ら
か
じ
め
そ
の
本
質
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

「
尊
厳
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
る
「
複
数
性
」、
す
な
わ
ち
、「
誰
も
が
同
じ
人
間
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
い

て
誰
一
人
と
し
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
け
る
他
の
ど
の
人
間
と
も
同
じ
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（V
A

17/13

）
と
い
う
人
間
の
「
複
数
性
」

（V
A

17/12

）
と
は
け
っ
し
て
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
人
間
存
在
の
本
質
的
性
格
は
汲
み
尽
く
す

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」（V

A
19/15

）。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
複
数
性
」
は
、「
人
間
の
本
質
」
の
よ
う
な
、「
人
間
を
絶
対
的

に
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
」（V

A
21/17

）、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
複
数
性
と
い
う
条
件
」
こ
そ
が
政
治
的
行

為
に
と
っ
て
の
「
必
要
条
件
の
み
な
ら
ず
十
分
条
件
な
の
で
あ
る
」（V

A
17/12

）。
人
間
を
「
理
性
的
存
在
者
」
と
し
て
本
質
規

定
す
る
よ
う
な
「
人
間
一
般
の
理
念

4

4

4

4

4

4

4

と
は
、・
・
・［
複
数
性
を
根
本
条
件
と
す
る
政
治
的
］
行
為
の
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
暗
々
裡

に
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（V

A
17/13

）。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
全
体
主
義
の
起
源
』
第
二
部
第
五
章
「
人
権
の
ア
ポ
リ
ア
」
に
お
い
て
、十
八
世
紀
の
人
権
宣
言
に
お
け
る
「
人

権
」
概
念
へ
の
批
判
を
通
し
て
、
カ
ン
ト
の
「
人
格
」
概
念
や
「
人
間
の
尊
厳
」
の
考
え
方
に
対
し
て
異
を
唱
え
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
ア
ー
レ
ン
ト
固
有
の
「
人
格
」
概
念
や
「
人
間
の
尊
厳
」
論
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
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七

に
な
る
。

　

十
八
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
革
命
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
で
は
、
人
権
は
、「
奪
う
ベ
か
ら
ざ
るunabdingbar

か
つ

譲
渡
す
べ
か
ら
ざ
るunveräußerlich

」（T
H

603/

Ⅱ272

）
権
利
だ
と
謳
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、人
権
が
「
奪
う
ベ
か
ら
ざ
る
」「
譲

渡
す
べ
か
ら
ざ
る
」
権
利
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
そ
も
そ
も
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
は
現
代
に
至
る
ま
で
法
哲
学
お
よ
び
政
治
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

十
八
世
紀
末
葉
の
革
命
当
時
の
解
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
人
権
と
は
、
け
っ
し
て
、
人
間
を
超
え
た｢

神
の
権
威｣

か
ら
の
授
か
り
物
で
も
な
け
れ
ば
、｢

自
然
法｣

に
基
づ

く
も
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
や｢
伝
統
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
た
過
去
の
慣
習
や
道
徳
」
に
由
来
す
る
も
の
で
も
な
い
（T

H
601f./

Ⅱ270

）。
さ
ら
に
は
ま
た
、
人
権
が
人
間
の
根
源
的
な
権
利
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
ほ
か
の
「
法Gesetz

」
や
「
権
利Recht

」

か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
て
人
権
の
根
拠
は
、
も
っ
ぱ
ら
、｢
人
間
そ
れ
自
体der M

ensch als solcher｣

（T
H

601/

Ⅱ272

）、｢

人
間
一
般

M
ensch überhaupt｣

（T
H

604/

Ⅱ272

）、「
人
間
で
あ
る
と
い
う
単
な
る
事
実die bloße T

atsache des M
enschenseins

」

（T
H

607/

Ⅱ274

）
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
人
権
と
は
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
も
つ
権
利
、

別
言
す
れ
ば
、
お
の
お
の
の
人
間
に
い
わ
ば
「
人
間
の
本
質

4

4

4

4

4

」
と
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在
し
て
い
る
権
利
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
背
景
に
は
、
各
人
が
自
己
意
識
を
も
ち
善
悪
の
判
断
能
力
を
有
し
自
己
の
行
為
に
責
任
を
も
ち
う
る
と
い
う
、
近
代
の

人
間
観
が
控
え
て
い
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
各
人
に
普
遍
的
な
人
権
を
内
在
さ
せ
る
思
想
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
人
権
思
想
は
ま
た
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
根
本
思
想
の
う
ち
に
も
彼
独
自
の
概
念
理
解
を
通
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、「
人
間
一
般
」
は
意
志
を
有
し
、
そ
の
意
志
は
実
践
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
「
人
間
一
般
」
は
、

「
理
性
の
事
実
」
と
し
て
「
道
徳
法
則
を
意
識
」
し
、
定
言
命
法
に
従
う
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
い
う
カ
ン
ト
哲
学
は
、「
人
権
」
思



一
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想
を
道
徳
哲
学
的
に
表
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
二
十
世
紀
の
歴
史
的
現
実
に
直
面
し
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
人
間
の
権
利
な
ど

と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
そ
の
結
果
、
彼
女
は
、
人
権
思
想
、
お
よ
び
カ

ン
ト
の
道
徳
哲
学
を
批
判
す
る
に
至
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
批
判
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
理
由
を
彼
女
は
「
人
権
の
諸
ア
ポ
リ
ア
」（T

H
601/

Ⅱ270

）
と
表
現
し
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
、
相
互
に
関
連
す
る
二
つ
の

観
点
か
ら
展
開
す
る
。
一
つ
は
、
論
理
的
観
点
で
あ
り
、
他
方
は
、
歴
史
的
観
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
論
理
的
観
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
人
間
そ
れ
自
体der M

ensch als solcher

こ
そ
が
、
人
権
の
、
源
泉
で
あ
り
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
」（T

H
603/

Ⅱ272

）

の
と
同
様
に
、
ま
た
「
人
間
の
尊
厳M

enschenw
ürde

は
、
ほ
か
の
よ
り
高
い
よ
り
包
括
的
な
秩
序
［
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
神

学
や
自
然
法
］
と
は
無
関
係
に
、
自
分
自
身
の
内
にin sich selbst

見
出
さ
れ
た
」（T

H
604/

Ⅱ272

）。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
場
合
、

上
述
の
よ
う
に
、
そ
の
「
自
分
自
身
」
と
は
み
ず
か
ら
の
道
徳
哲
学
の
核
心
で
あ
る
「
自
律
」
思
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
権
利
（
人
権
）
の
根
拠
を
「
自
分
自
身
」
に
求
め
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
ト
ー

ト
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る
。「
譲
渡
で
き
な
い
人
権
と
い
う
概
念
に
は
最
初
か
ら
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ

る
」（T

H
604/

Ⅱ272

）。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
権
利
の
根
拠
・
源
泉
を
、
い
か
な
る
ほ
か
の
法Gesetz

や
権
利Recht

や
権

威A
utorität

に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
「
人
間
自
身
」
に
求
め
る
の
は
同
語
反
復
だ
か
ら
で
あ
る
。
論
理
的
に
は

こ
の
よ
う
な
事
態
が
、
人
権
概
念
の
根
底
に
は
胚
胎
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
困
難
に
陥
っ
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
人
権
に
対
す
る
歴
史
的
観
点

4

4

4

4

4

が
欠
如
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
人
権
を
人

間
本
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
所
与
と
見
な
す
と
い
う
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
に
も
看
取
さ
れ
る
問
題
点
の
た
め
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
歴
史
的
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
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人
権
宣
言
が
十
八
世
紀
末
葉
に
は
じ
め
て
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実

4

4

4

4

4

を
念
頭
に
置
け
ば
、人
権
と
い
う
も
の
が
人
間
に
と
っ

て
の
絶
対
的
に
必
然
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
所
与
で
は
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
人
権
概
念
の
抽
象
性

な
い
し
ア
ポ
リ
ア
を
二
十
世
紀
に
お
け
る
無
国
籍
者
の
大
量
出
現
と
い
う
歴
史
的
現
実
に
照
ら
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

人
権
の
概
念
は
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
バ
ー
ク
が
予
言
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
［
特
定
の
］
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
権
利
を
失

い
、
実
際
に
［
超
国
家
的
な
］
人
間
に
し
か
頼
れ
な
く
な
っ
た
そ
の
瞬
間
に
、
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
べ
て
の
社
会
的
お
よ
び

政
治
的
な
資
格
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
た
ん
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
は
何
ら
の
権
利
も
生
じ
な
か
っ
た
。
人
間

4

4

で
あ
る
と
い
う
抽
象
的
な
赤
裸
な
存
在

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
対
し
て
、
世
界
は
、
何
ら
畏
敬
の
念
を
示
さ
な
か
っ
た
。
人
間
の
尊
厳

4

4

4

4

4

は
、
彼
も
ま

た
人
間
だ
と
い
う
単
な
る
事
実
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
実
現
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（T

H
619f./

Ⅱ286

）

　
「
人
権
宣
言
」
に
よ
れ
ば
、
人
権
と
は
、
特
定
の
国
家
へ
の
帰
属
に
か
か
わ
る
権
利
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て

の
人
間
つ
ま
り
「
人
間
そ
れ
自
体
」・「
人
間
一
般
」・「
人
間
性
」
に
関
わ
る
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定

の
国
家
に
よ
る
保
証
を
失
っ
た
そ
の
瞬
間
に
人
権
が
瓦
解
し
て
し
ま
う
と
い
う
「
人
権
の
ア
ポ
リ
ア
」。
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
見
れ
ば
、

「
人
権
」
の
擁
護
者
た
ち
は
、
人
権
が
超
国
家
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
声
高
に
主
張
し
て
い
な
が
ら
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
特
定

の
国
家
へ
の
帰
属
を
前
提
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
人
権
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
の

だ
。
つ
ま
り
「
人
権
」
と
は
、「
職
業
も
国
籍
も
ま
た
意
見
も
も
た
ず
、
自
分
の
存
在
を
立
証
し
他
と
区
別
し
う
る
行
為
の
成
果
を

も
も
た
な
い
抽
象
的
人
間
」（T

H
623/

Ⅱ289

）
に
お
け
る
「
人
間
の
本
質
」
で
あ
り
「
人
間
の
尊
厳
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

超
越
論
的
条
件
は
経
験
的
に
は
除
去
さ
れ
え
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
歴
史
的
観
点
か

ら
カ
ン
ト
の
抽
象
性
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。



二
〇

第
四
節
　
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学

　

そ
れ
で
は
、人
権
宣
言
で
の
人
権
思
想
や
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
を
批
判
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
は
、そ
も
そ
も
、「
人
間
の
尊
厳
」と
か「
人

格
」・「
人
間
性
」
に
つ
い
て
積
極
的
に
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
が
政
治
的
に

4

4

4

4

使
用
可
能
な
概
念
と
な
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
人
間
の
複
数
性

4

4

4

4

4

4

を
み
ず
か
ら
に
含
意

し
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（T

H
604/

Ⅱ272

）

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
政
治
哲
学
の
「
根
本
条
件
」
を
人
間
の
「
複
数
性
」
に
求
め
る
。
し
た
が
っ
て

ま
た
、
西
洋
の
政
治
哲
学
の
伝
統
に
対
す
る
彼
女
の
批
判
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
王
政
治
に
始
ま
り
、
つ
い
に
は
二
十
世
紀

の
全
体
主
義
の
「
超
意
味
」
の
政
治
に
至
る
伝
統
へ
の
批
判
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
複
数
性
と
い
う
還
元
不
可
能
な
事
態
を

直
視
せ
ず
に
、
そ
れ
を
抹
殺
し
た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
へ
の
批
判
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
は
「
複
数
性
」
の
ゆ
え
に
、
互
い

の
意
見
を
競
い
合
わ
せ
な
が
ら
政
治
的
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。「
複
数
性

4

4

4

」
を
条
件
に
し
て
こ
そ
人
間
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

「
人
格

4

4

」
た
り
う
る

4

4

4

4

の

で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
こ
そ
人
間
の
「
尊
厳

4

4

」
も
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
除
去
し
て
し
ま
え
ば
、
人
格
も
尊
厳
も
消
え
失

せ
て
し
ま
い
、
抽
象
的
な
「
人
間
の
本
質
」
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
複
数
性
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
誰
も
が
同
じ
人

間
で
は
あ
る
が
、し
か
し
な
が
ら
ど
の
人
間
も
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、「
人
間
一
般
と
い
う
理
念
」（V

A
17

）
に
よ
っ

て
「
本
質
」
を
同
じ
く
す
る
「
人
格
」
概
念
な
ど
は
考
慮
外
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
暗
い
時
代
の
人
々
』
に
お
い
て
、
人
間
の
複
数
性
や
関
係
性
に
基
づ
く
対
話
的
論
争
を
重
ん
じ
る
レ
ッ
シ
ン

4

4

4

4

グ4

と
、
唯
一
の
定
言
命
法
や
真
理
を
重
視
す
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
カ
ン
ト
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
次
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の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
が
も
つ
非
人
間
性inhum

anity

は
否
定
し
え
な
い
。
カ
ン
ト
は
定
言
命
法
の
絶
対
性
を
要
請
す
る
が
、

そ
れ
は
、
人
間
相
互
間
の
相
対
性

4

4

4

4

4

4

4

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。・
・
・
レ
ッ
シ
ン
グ
の
偉
大
さ
は
、［
複
数
性
の
も
と
で
の
］

人
間
世
界
の
内
部
に
は
、
唯
一
の
真
理
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
理
論
的
洞
察
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
し

た
が
っ
て
人
々
の
あ
い
だ
の
無
限
の
語
り
合
い
は
け
っ
し
て
終
わ
る
こ
と
が
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
喜
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も

4

4

4

唯
一
絶
対
の
真
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
論
争
を
死
滅
さ
せ
て
し
ま
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
彼
に
と
っ
て
論
争
の
死
は
人
間
性
の
終

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

焉
を
意
味
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

。（M
T

27/50

）

　

こ
の
引
用
か
ら
は
い
く
つ
か
の
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

　

第
一
に
、
定
言
命
法
の
唯
一
性
や
絶
対
性
は
、
い
つ
い
か
な
る
時
で
あ
れ
噓
を
つ
く
な
と
か
約
束
を
破
る
な
、
と
い
う
よ
う
に
、

例
外
を
許
さ
な
い
厳
し
さ
と
普
遍
化
を
含
意
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
人
間
事
象
の
関
係
の
網
の
目
」
の
中
で
の
行
為
の
予
見
不
可

4

4

4

4

4

4

4

能
性

4

4

や
帰
責
不
可
能
性
、
さ
ら
に
は
動
機
の
遡
源
不
可
能
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
「
非
人
間
的
な
」
厳
格
主
義
で
あ
り
、
ア
ー
レ

ン
ト
の
「
複
数
性
」
に
お
け
る
公
共
的
世
界
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
道
徳
の
叡
智
界
を
、
現
象
世
界
か
ら
厳
密

に
区
別
し
て
、
独
立
し
た
世
界
と
見
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
世
界
説
の
立
場
に
立
と
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、「
世
界
が
滅
ん
で
も
、

正
義
は
な
さ
れ
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
正
義
が
な
く
な
れ
ば
、
人
間
が
地
上
で
生
き
て
い
く
価
値
は
な
く
な
る
」
と

カ
ン
ト
が
答
え
た
（RJ52/88

）
こ
と
か
ら
も
窺
知
さ
れ
よ
う
。

　

第
二
に
、
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
は
、
彼
の
実
践
哲
学
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
立
場
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
思
う
と
こ
ろ
、
彼
の
厳
格
主
義
の
根
は
、
彼
の
理
論
哲
学
に
こ
そ
本
来
由
来
し
て
い
る
。



二
二

つ
ま
り
カ
ン
ト
が
、
現
象
世
界
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
如
く
「
複
数
性
」
に
基
づ
く
「
多
様
性
と
偶
然
性
」
に
満
ち
た
政
治
的
世
界
と

し
て
で
は
な
く
、
因
果
必
然
的
な
「
唯
一
の
真
理
」
の
世
界
と
し
て
捉
え
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
の
根
本
的
原
因

が
存
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
厳
格
主
義
は
、
理
論
に
お
い
て
も
実
践
に
お
い
て
も
、「
複
数
性
の
条
件
」
の
下
で
の
公
共
的
世

界
を
飛
び
越
し
て

4

4

4

4

4

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
根
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

第
三
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
「
非
人
間
性
」
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
シ
ラ
ー
に
よ
る
有
名

な
カ
ン
ト
批
判
の
み
な
ら
ず
（
７
）、
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
『
道
徳
の
系
譜
』
第
二
論
文
第
六
節
に
お
い
て
、「
定
言
命
法
に
は
残
忍
さ
の

臭
い
が
す
る
」
と
語
り
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
非
歴
史
性
と
論
理
的
厳
格
主
義
を
系
譜
学
的
観
点
か
ら
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

　

第
四
に
、
論
争
の
未
完
結
性
や
「
論
争
の
死
が
人
間
性
の
終
焉
」
を
意
味
す
る
と
い
う
表
現
か
ら
窺
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ

ン
ト
に
と
っ
て
の
「
人
間
性
」
と
は
、け
っ
し
て
、カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
理
性
的
存
在
者
一
般
に
内
在
す
る
本
質
と
し
て
の
「
自

律
」
的
人
格
性
、
す
な
わ
ち
「
君
の
人
格
お
よ
び
あ
ら
ゆ
る
他
人
の
人
格
の
内
な
る
、
人
間
性
」（GM

S429

）
の
こ
と
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
そ
れ
は
、
複
数
の
人
間
相
互
の
「
論
争
」
の
場
に
お
い
て
こ
そ
お
の
ず
か
ら
現
れ
出
て
く
る
よ
う
な
人
格
性
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
「
人
格
」
と
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
「
人
間
そ
れ
自
体
」
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在
す
る
も
の
で

は
な
く
、
人
間
と
人
間
の
あ
い
だ

4

4

4

で
こ
そ
意
味
を
も
つ
概
念
で
あ
り
、
絶
え
ざ
る
論
争
を
通
じ
て
の
相
互
の
「
人
格
に
対
す
る
尊
敬
」

（V
A

310/319

）
と
い
う
「
政
治
的
な
も
の
」
に
お
け
る
概
念
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

｢

人
権｣

を
、
人
類
に
と
っ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
権
利
で
あ
る
と
か
生
得
的
自
然
権
だ
と
見
な
す
カ
ン
ト
主
義
は
、
ア
ー
レ
ン
ト

か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
全
体
主
義
が
も
た
ら
し
た｢

い
か
な
る
種
類
の
共
同
体
に
も
属
さ
な
い｣

｢

権
利
の
な
い
人
々｣

（T
H

611f./
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Ⅱ279

）
を
無
視
し
た
抽
象
的
で
普
遍
的
な
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
逆
に
、
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
全
体
主
義
に
よ
っ
て
人
権

を
奪
わ
れ
た
人
々
に
対
し
て
さ
え
も
な
お
か
つ｢

人
権｣

を
認
め
よ
う
と
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
を
わ
れ
わ
れ
に
暗
示
し
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
の
人
権
概
念
は
、
特
定
の
共
同
体
に
属
し
て
い
な
い
人
間
に
対
し
て
こ
そ
有
意
味
な
も
の
た

り
う
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
も
こ
の
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
て
お
り
、「
十
八
世
紀
の
カ
ン
ト

の
時
代
に
は
統
制
的
理
念regulative Idee

で
し
か
な
か
っ
た
人
間
性
と
い
う
概
念
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
逃
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
実
に
な
っ
て
い
る
」（T

H
617/

Ⅱ284

）
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
的
理
念
に
対
し
て
現
実
的
に
歩
み

寄
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
依
然
と
し
て
現
代
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
的
理
念
を
現
実
化
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を

彼
女
は
切
実
に
感
じ
取
っ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
カ
ン
ト
の
道
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
道
が
平
行
線
の
ま
ま
で
は
な
く
交
差
す
る
地
点
が

存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
註

カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
等
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
次
の
略
号
に
よ
っ
て
本
文
中
に
記
す
。
頁
数
は
、
原
書
頁
数/

邦
訳
頁
数
の
順
に
示
し

て
あ
る
。
訳
文
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
邦
訳
に
従
っ
た
が
、
変
更
し
た
部
分
も
あ
る
。
各
訳
者
に
は
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
に
つ
い

て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
を
用
い
、
そ
の
頁
数
を
記
し
て
あ
る
。
引
用
文
中
の
［　

］
内
お
よ
び
傍
点
は
、
と
く
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
筆
者
（
円
谷
）
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

GM
  K

ant, G
rundlegung zur M

etaphysik der Sitten
K

pV
  K

ant, K
ritik der praktischen V

ernunft
RGV

  K
ant, D

ie R
eligion innerhalb der G

renzen der bloßen V
ernunft

T
H

  A
rendt, E

lem
ente und U

rsprünge totaler H
errschaft, Piper, 18 A

ufl., 2015. 
邦
訳
『
全
体
主
義
の
起
源
』（
三
分
冊
、
そ
れ
ぞ
れ
を
Ⅰ
・
Ⅱ
・

Ⅲ
と
表
記
）、
み
す
ず
書
房
、
大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
・
大
島
通
義
訳
、
一
九
九
〇
年

O
T

　

A
rendt, T

he O
rigins of T

otalitarialism
, Benediction Classics, 2009



二
四

V
A

  A
rendt, V

ita activa oder V
om

 tätigen Leben, Piper, 2015. 

邦
訳
『
活
動
的
生
』、
み
す
ず
書
房
、
森
一
郎
訳
、
二
〇
一
五
年

M
T

　
A

rendt, M
en in D

ark T
im

es, H
arcourt Brace. 

邦
訳
『
暗
い
時
代
の
人
々
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
阿
部
齊
訳
、
二
〇
一
五
年

A
J  H

annah A
rendt / K

arl Jaspers. Briefw
echsel 1926 - 1969, Piper, 1985. 

邦
訳
『
ア
ー
レ
ン
ト=

ヤ
ス
パ
ー
ス
往
復
書
簡
』（
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
）、

み
す
ず
書
房
、
大
島
か
お
り
・
木
田
元
訳
、
二
〇
〇
四
年

RJ  A
rendt, R

esponsibility and Judgm
ent, Schocken Books. 

邦
訳
『
責
任
と
判
断
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
中
山
元
訳
、
二
〇
一
六
年

（
１
） 

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て「
政
治
的
な
も
の
」と
は
政
治
的
空
間
と
し
て
の「
公
共
的
空
間
」で
あ
り
、そ
れ
は「
行
為H

andeln

」の
根
本
条
件
で
あ
る「
複

数
性Pluralität

」
の
も
と
で
可
能
に
な
る
。

（
２
） Richard J. Bernstein, R

adical E
vil -- A

 Philosophical Interrogation, Polity Press, 2002, p.208. 

邦
訳
『
根
源
悪
の
系
譜
』、
法
政
大
学

出
版
局
、
阿
部
ふ
く
子
ほ
か
訳
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
九
頁
。

（
３
） 

理
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
で
あ
る
人
間
存
在
に
と
っ
て
の
道
徳
法
則
の
「
理
性
の
事
実
」
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
著
の
第
十
四

章
「
倫
理
の
存
在
論
的
可
能
性
―
カ
ン
ト
倫
理
学
の
現
象
学
的
解
釈
の
試
み
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。『
知
覚
・
言
語
・
存
在
―
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
哲

学
と
の
対
話
』、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
。

（
４
） 

可
能
性
と
現
実
性
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
西
洋
哲
学
の
歴
史
全
体
に
通
じ
る
根
本
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
註
（
３
）
に
掲
げ
た

拙
著
の
二
五
〇
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５
） 

ア
ー
レ
ン
ト
は
近
代
の
特
徴
と
し
て
二
種
の
「
世
界
疎
外
」
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
近
代
自
然
科
学
に
お
け
る
、「
大
地
か
ら
宇
宙
へ
の
逃
避
」

で
あ
り
、
他
方
は
、
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
り
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
る
近
代
哲
学
に
お
け
る
、「
世
界
か
ら
自
己
意
識
へ
の
逃
避
」
で
あ
る
（V

A
15/10

）。

（
６
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
哲
学
と
政
治
―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
行
為
論
に
即
し
て
」（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学

研
究
院
紀
要
『
哲
學
年
報
』
第
七
十
六
輯
）。

（
７
） 

シ
ラ
ー
の
カ
ン
ト
批
判
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。『
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
―
人
間
・
自
然
・
神
を
め
ぐ
る
争
い
』、
北
樹
出
版
、

二
〇
一
五
年
、
一
五
八
頁
。


