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ハーパーマスのアイデンテイティ論

本
稿
の
目
的
は
、

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ

l
パ
l
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
研
究
課
題
は
政
治
理
論

の
観
点
か
ら
、
広
い
意
味
で
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
、
す
な
わ
ち
市
民
と
し
て
の
あ
り
方
の
問
題
に
関
す
る
ハ

l
バ
l
マ
ス
の
討
議
理
論
の
意
義

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
市
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
も
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
関
し
て
考
え
る
べ
き
重
要

な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ハ
l
パ
l
マ
ス
は
市
民
が
共
有
す
べ
き
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
規
範
的
モ

デ
ル
と
し
て
「
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
考
え
方
を
提
唱
し
て
お
り
、
本
報
告
で
も
そ
れ
を
中
心
に
ハ

l
パ
l
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
で
は
ま
ず
第
一
節
で
ハ

l
パ
l
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
一
般
的
な
特
徴
を
確
認
し
、
第
二

節
で
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
最
後
に
第
三
節
で
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。



一
般
的
な
特
徴

に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
、
各
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
率
直
な
形
で
表
現
さ
れ
桔
互
に
承
認
さ
れ
る
可
能
性
に
重
要
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ

i
バ
i
マ

ハ
!
パ

l
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の

殻
的
な
特
徴
と
し
て
ま
ず
第

あ
ら
ゆ
る
ア
イ
ヂ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
言
語
を
通
じ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
つ

て
い
る
が
、
た
だ
ハ

l
パ
i
マ
ス
の
場
合
に
お
い
て
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
功
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
各
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
実
際
の
行
為
動
機
と
の
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
明
確
な
形
で
再
構
成
さ
れ
相
互
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
重
設
す

る
、
と
い
う
特
散
が
あ
る
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
は
、
『
認
識
と
関
心
』
以
来
の
主
題
で
あ
る
、
無
意
識
的
な
自
己
欺
備
と
し
て

の
「
棒
系
的
に
歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ョ
ン
」
へ
の
批
判
に
見
る
こ
と
が
で
き

(
Z
-
E
H
F
Nコ
訳
ロ
ヨ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ョ
ン
的
行

れ
る
た
め
に
は

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

て
い
る
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と
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
↓

rz・
宍
丘
乙
い
)
。

以
上
が
ハ
!
バ
!
?
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
第
一
の
一
般
的
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一

の
特
段
は
、
そ
の
理
論
が
、
各
人
の
ア
イ
ヂ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
が
近
代
以
時
に
お
い
て
も
可
能
と
な
る
条
件
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
わ
た
に
あ
る
。
「
誠
実
さ
」
を
重
視
す
る
コ

ミ
ユ
ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
と
い
う
と

C
-
テ
イ
ラ
ー
の
「
本
来
性
」
の
倫
理
も
連
想
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
(
テ
イ
ラ
ー

N
C
C
土、

ハ
i
パ

l
マ
ス

と
テ
イ
ラ
ー
の
相
違
点
は
、
テ
イ
ラ
ー
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
は
特
珠
な
共
同
体
の
解
釈
の
地
干
の
中
で
し
か
行
わ
れ
え
な
い
と
考
え
る

ハ
i
パ
i
マ
ス
は
そ
う
し
た
こ
と
こ
そ
近
代
以
降
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
既
存
の
共
同
体
の
地
平
を
超
え
出
る
こ
と
に
よ
っ

て
し
か
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
は
行
わ
れ
え
な
い
と
考
え
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ハ

i
パ
!
?
ス
は
ミ
!
ド

の
に
対
し
、

な
が
ら
、
自
我
向
一
性
は
他
者
の
承
認
を
通
じ
て
の
み
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
し
か
し
脱
慣
習
的
段
階
に
お
い
て
は
、
所
与
の
共
詩
体



の
地
平
に
規
定
さ
れ
る
慣
留
的
段
階
と
は
異
な
り
、
道
語
的
事
柄
(
自
己
規
定
、
自
舘
性
、
正
義
の
問
題
)
と
論
理
的
事
柄
(
自
己
実
現
、
ユ
ニ

l

々
ノ
九
川
品
問
川

性
、
善
の
問
題
)
と
が
区
別
さ
れ
た
上

そ
れ
ら
の
両
方
に
つ
い
て
紫
判
明
践
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ョ
ン
共
同
体
の
投
企
を
通
じ
て
再

構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る

(
Z
P
N
H
C
1
2
訳
訟
や
さ
)
。
こ
の
う
ち
論
者
の
道
徳
的
妥
当
性
の
条
件
に
つ
い
て
解
明
す
る

の
が
ハ

l
パ
l
γ
ス
の
討
議
倫
理
学
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
道
徳
規
範

の
合
理
的
討
議
を
通
じ
た
合
意
の
可
能
性
と
い
う
条

件
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
(
討
議
原
理
)
、
お
よ
ぴ
論
議
の
不
可
避
的
な
前
提
か
ら
導
か
れ
る
論
説
規
制
と
し
て
の
普
遍
化
原
則
が
あ
り
う
べ

き
合
意
の
基
準
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
ハ

l
パ
!
?
ス
の
ア
イ
ヂ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の

こ
う
し
た
近
代
以
持
に
お
い
て
も
可
能
な
ア
イ
ヂ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
求
認
の
条
件
を
批
判
の
基
準
と
す
る
ハ

l
パ
i
マ
ス
の
考
え
方
に
対
し
て
辻
、

い
く
ら
浪
求
し
で
も
、
そ
の
過
程
で
そ

か
ら
必
然
的
に
排
除
さ
れ
る
「
他
者
」
を
生
み
出
さ
、
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
観
点
か
ら
の
原
理
的
な
批
判
が
あ
り
う
る
。
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筆
者
も
こ
う
し
た
批
判
に
全
面
的
に
反
論
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
批
判
判
を
受
け
入
れ
る
に
せ
よ
斥
け
る
に
せ
よ
、
近
代
以

ハーパーマスのアイデンテイティ白命

降
に
お
い
て
も
可
能
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
可
能
性
の
条
件
を
示
す
ハ

i
バ
i
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
意
義
と
限
界
を
正
し
く

見
定
め
て
お
く
と
い
う
作
業
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ハ

i
パ
!
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
は
各
人
の
善
の
構
想
と
そ
れ
ら
の

聞
に
成
立
す
る
正
義
の
観
点
と
い
う
二
つ
の
次
元
に
お
け
る
承
認
の
過
程
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
、
後
者
の
次
元
に
お
け
る
承
認

の
過
程
に
か
か
わ
る
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ハ

i
パ
i
マ
ス
の
討
議
理
論
の
前
提
の
下
に
お
け
る
政
治
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
各
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
最
大
限
尊
重
す
る
た
め
の
正
義
の
観
点
を
介
し
た
自
己
理
解
と
し
て
各
市
民
が
共
有
す
べ

き
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、

ハ
l
パ
l
マ
ス
自
身
の
議
論
に
お
い
て
は
「
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
降
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
と
し
て
致
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
が
、
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
そ
れ
以
外
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
そ
れ
と
一
向
立
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
近
代
以

降
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
可
欠
な
必
要
条
件
と
な
る
構
成
要
素
と
い
う
註
董
づ
け
を
号
、
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
と
は
伺
か

前
節
で
は

ハ
i
パ
i
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の

般
的
特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、
本
節
で
は
、

ハ
i
パ
i
マ
ス
が
政
治
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
規
範
的
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
「
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
て
ス
ム
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
前
に
ま
ず
、

ハ
1

パ
i
マ
ス
の

般
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
規
範
的
モ
デ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い

G

前
第
で
述
べ
た
よ
う
に
、
討
議
理
論
に
従
え
ば
、
近
代
に
お
け
る
自
我
同
一
性
は
倫
理
的
・
道
徳
的
の
再
次
元
に
お
け
る
蕪
制
限
の
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
l
シ
ョ
ン
共
同
肉
体
の
投
金
を
通
じ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
得
る
c

ハ
!
バ

l
マ
ス
は
こ
う
し
た
自
我
同
一
一
位
の
モ
デ
ル
を
、
世
俗
的
に
再
構
成
さ

れ
た
キ
ル
ケ
ゴ

i
ル
の
実
存
的
エ

i
ト
ス
と
い
う
彰
で
も
表
現
し
て
い
る
(
出
〉
∞
一
ロ
ケ
N

訳
ハ
!
パ

i
マ
ス

Z
Sム
ケ
ω)
。
そ
う
し
た
近
代

の
自
我
同
一
性
に
お
い
て
は
、
普
遍
主
義
的
な
道
能
的
観
点
が
善
き
生
活
の
問
題
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
結
果
行
為
動
機
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
、
道
態
的
観
点
と
調
和
す
る
生
活
形
態
を
も
た
ら
す
善
の
携
怒
、
す
な
わ
ち

つ
て
の
善
い
こ
と
を
配
慮
す
る
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気
持
ち
を
正
義
の
観
点
へ
と
取
り
込
み
縛
る
よ
う
な
倫
理
的
自
己
理
解
」
を
通
じ
て
、
道
徳
的
混
察
が
行
為
動
機
と
接
続
さ
れ
る
こ
と
が
要
語
さ

れ
る
こ
と
に
な
る

(
N
S
F
-
叶
;
以
訳

5
1
N日
〉
。
た
だ
こ
う
し
た
自
我
同

性
は
、
意
に
他
者
に
よ
る
求
。
認
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
相
出
し
い
環
境
と
な
る
よ
う
な
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
存
在
を
必
要
と
す
る

(
N
H
N
F
Z
一
三
ム
訳
さ
品
一
目
〉
芹
コ
ド
日
訳
ハ

i

パ
ー
マ
ス

5
3一
ωω

吋
)
。
ハ

l
バ

i
マ
ス
は
そ
う
し
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
特
徴
と
し
て
、
反
省
に

mm
か
れ
た
普
遍
主
義
や
伝
統
の

批
判
的
…
件
解
釈
な
ど
を
挙
げ
て
い
る

(
N
E
μ
包
一
日

51NH
訳
目
白
l

ゆ
)
。
正
義
の
観
点
を
介
し
た
集
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
態
と
し
て
ハ

i

パ
l
マ
ス
が
特
に
重
視
す
る
の
は
、
法
共
毘
体
に
お
け
る
市
長
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、
ハ

l
バ
!
マ
ス
は
そ
れ
を
、
人
権
や
民
主
主
義

ル
}
い
っ

い
う
窓
味
で
吋
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
〕
と
表
現
し
て
い
る
白
〉
∞
一
口
印
訳
ハ

i
バ
!
?
ス

5
8
m凶
志
一
口
同
一
立
。

lg
訳

N
]

印i
N

∞)
0

あ
る
い
は
加
の
個
所
で
は
、
政
治
的
討
議
を
経
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味



で
、
福
政
詰
的
文
化
と
の
対
比
に
お
い
て
「
政
治
文
化
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
る
(
出
汗
討
さ
a
p
?
∞
)
。
も
ち
ろ
ん
各
市
民
は
政
治
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
以
外
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
政
治
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
-
両
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
代
に
お
け
る
自
我
同
一
性
の
条
件
と
な
る
、
道
穂
的
観
点
と
調
和
し
た
集
合
的
生
活
形
警
を
も
た
ら
す
集
合
的
ア
イ
デ
ン

テ
f
テ
ィ
と
し
て
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
と
は
正

確
に
辻
持
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
論
者
は
そ
れ
を
、
普
遍
主
義
と
特
殊
主
義
と
の
緊
張
を
含
ん
だ
一
夜
昧
な
協
同
念
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
(
百
三
印
刷

m
U
H

三
F
L
S
1
3
)
。
確
か
に
そ
れ
は
普
遍
主
義
的
な
法
原
理
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
あ
る
と
い
う

特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
両
者
の
聞
に
は
実
際
に
緊
張
関
係
が
存
在
し
得
る
。
た
だ
し
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ

る
の
か
に
つ
い
て
は
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
ハ

l
パ
!
?
ス
白
身
も
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
以
下
で
は
ハ

i
パ
!
?
ス
の
議
論
や
そ
れ

べ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

95 

憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
特
色
は
、
ぞ
れ
が
い
く
つ
か
の
要
素
を
含
ん
だ
抱
雑
な
構
惣
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、

ノ、

}¥ 

マ

ィ論

ス
自
身
も
そ
れ
に
つ
い
て
断
片
的
に
述
べ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、

ハ
l
パ
!
?
ス

}
と
に
な
る
。

ノ1ーパーマスのアイデンティ

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
重
一
繋
な
特
椴
の
‘
つ
は
、
ぞ
れ
が
普
漏
主
義
的
な
憲
法
際
理
の
尊
重
一
を
要
請
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
パ

ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
批
判
者
が
時
に
戯
固
化
し
て
描
く
よ
う
な
、
具
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単
な
る
抽
象
的
な
観
点
を
意
味

す
る
も
の
で
辻
な
い
c

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
、
普
遍
主
義
的
な
憲
法
原
理
が
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
(
飼
え
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
克
服
)

と
結
び
村
け
ら
れ
、
市
民
の
動
機
や
心
情
に
浸
透
す
る
過
程
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
、
「
普

遍
主
義
的
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
既
存
の
憲
法
規
範
へ
の
無
条
件
の
忠
誠
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
蔀
に
述
べ
た
よ
う
に
討
議
理
論

に
お
け
る
普
遍
主
義
は
討
議
原
理
と
一
体
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
普
遍
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
る
道
窓
・
法
規
範
辻
常
に
討
議
に
開
か
れ
て



い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
、
そ
の
つ
ど
の
内
容
を
必
要
と
す
る
と
は
い
え
、
何
ら
か
の
固
定
し
た
内

容
に
そ
の
基
礎
を
お
く
わ
け
で
は
な
い

(
N
出

r
E一
円
二
訳

5
5
0

こ
う
し
た
歴
史
的
文
振
と
の
つ
な
が
り
や
反
省
的
性
格
と
い
う
特
徴
の
方
を
重
視
す
る
解
釈
者
の
中
に
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
を
、
民

主
的
手
続
き
の
普
遍
的
な
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
特
殊
な
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
同
一
化
(
玄
古
}
邑
E
m
E
N
C
宏一

-
吋
∞
門
戸
)
、
あ
る
い
は
特
殊
な
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
民
主
的
手
続
き
を
通
じ
て
再
解
釈
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
民
一
化

S
g
D
5

N
C
C
ω
)

と
し
て
解
釈
す
る
者
も
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
特
定
の
解
釈
共
同
体
の
地
平
に
拘
束
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
前
蔀
で
確
認
し
た
ハ

l
パ
i
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
の
特
設
、
す

な
わ
ち
近
代
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
誌
特
殊
な
解
釈
共
同
体
の
地
平
を
超
え
出
る
こ
と
を
通
じ
て
し
か
確
認
し
得
な
い
と
い
う
前
提
と
相

容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
、
(
「
普
遍
性
」
を
体
現
し
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
日
反
省
的
な
も
の
で
あ
れ
)
特

定
の
国
民
文
化
の
伝
統
の
名
の
下
に
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
す
こ
と
を
許
す
も
の
で
誌
な
く
、
そ
う
し

た
所
与
の
伝
統
を
も
そ
れ
を
超
え
る
普
遍
主
義
的
な
観
点
か
ら
棉
対
化
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-96 

憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
普
遍
主
義
的
原
理
の
尊
重
、
目
一
ハ
捧
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
定
着
、
反
省
性
と
い
っ
た
要
素
を
同
時
に
含
む
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
で
そ
う
し
た
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
試
み
に
示
し
た
い
。

ハ
l
パ
!
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
法
を
媒
体
と
し
た
社
会
統
合
が
成
功
す
る
た
め
の
条
件
付
は
、
普
遍
主
義
的
な
憲
法
原
理
に
基
づ
く
法
共
同
誌
の
設

立
と
そ
の
包
括
の
範
囲
の
拡
大
と
い
う
同
一
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
憲
法
創
設
以
来
の
当
該
共
同
体
の
先
行
世
代
と
共
有
し
そ
れ
を
継
続
す
る
者
と

し
て
市
民
が
自
ら
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
N
C
L
会

ふ

訳

-
N
N
ム
)
。
こ
の
こ
と
が
合
意
す
る
の
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
に

は
ま
ず
、
自
由
の
憲
法
秩
序
の
成
果
を
尊
重
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
但
し
、
そ
れ
が
可
能
と
な
る
の
は
先
行
世
代
の
視
匝

へ
単
純
に
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
語
、
え
ず
再
解
釈
さ
れ
る
普
遍
主
義
的
な
憲
法
原
理
の
提
座
か
ら
吉
国
の
憲
法
秩
序
の
或
果
が

確
認
さ
れ
そ
れ
を
尊
重
す
る
動
機
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
絶
え
ず
再
解
釈
さ
れ
る
普
遍
主



義
的
な
憲
法
原
理
の
観
点
か
ら
、
普
遍
主
義
的
な
憲
法
原
理
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
(
あ
る
い
は
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
)
が
ゆ
え
の
不

正
に
関
す
る
歴
史
を
反
省
す
る
、
ま
た
そ
れ
を
克
服
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
誇
り
を
抱
く
と
い
う
形
で
、
法
共
同
体
の
市
民
と
し
て
の
信
理
的

白
己
理
解
(
自
分
達
辻
何
者
で
あ
り
、
何
者
で
あ
り
た
い
か
)
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
で
あ
る
。
そ
う
し
た
白
己
理
解
の
呉
捧
倒
的
の
一

つ
が
、
歴
史
家
論
争
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
に
関
す
る
解
釈
で
あ
る
。
ハ

i
バ
l
マ
ス
は
こ
こ
で
、
ヤ
ス
パ

i
ス
の
「
集
団

的
共
通
責
任
」
の
概
念
を
引
き
合
い
に
出
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
責
任
辻
後
続
世
代
に
も
引
き
継
が
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
引
き

継
が
れ
る
根
拠
は
共
同
体
へ
の
実
質
的
な
帰
属
意
識
に
で
は
な
く
、
普
遍
主
義
的
原
出
の
侵
害
を
引
き
起
こ
し
た
性
活
形
式
と
後
続
世
代
も
(
好

る
と
に
か
か
わ
ら
ず
)
家
族
的
・
地
域
的
・
政
治
的
・
知
的
伝
統
の
縞
の

5
に
よ
っ
て
つ
な
が

て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

(
間
〉
∞
一
日
仏

φ
N
訳
ハ
!
パ

i
マ
ス

5
8
σ
N
Sー
ピ
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
自
己
理
解
は
必
ず
し
も
現
行
の
憲
法
秩
序
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ

と
に
は
つ
な
が
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
視
点
と
し
て
も
機
詫
し
う
る
が
、
再
解
釈
さ
れ
た
憲
法
原
理
の
理
念
を
現
行
の
憲
法
秩
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序
が
(
あ
る
程
度
)
満
た
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
自
国
の
憲
法
秩
序
を
歴
史
的
成
果
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ

ノt…マスのアイデンティティ論

う
し
た
自
己
理
解
を
通
じ
て
、
憲
法
秩
序
を
全
体
と
し
て
尊
重
し
つ
つ
そ
れ
を
さ
ら
に
再
解
釈
し
て
ゆ
く
た
め
の
共
通
の
出
発
点
が
存
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
秩
浮
は
具
体
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
発
展
し
、
維
持
さ
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
過
去
や
現
在
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
結
び
つ
い
た
器
専
の
憲
法
原
理
解
釈
は
、
不
動
の
も
の
で
も
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
伝
統
の
地
平
を
構
成
す
る
も
の
で
も
な

く
、
普
遍
主
義
的
観
点
か
ら
憲
法
原
理
を
さ
ら
に
再
解
釈
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
顧
意
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
、
し
か
し
無
視
し
て
は
な
ら
な
い

視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
続
世

て
の
憲
法
規
範
(
特
定
の
憲
法
捺
鴇
解
釈
)
と
い
、
つ
よ
り
も
む
し
ろ
、
普
遍
主
義
的
な
憲
法
原
理
に

の

基
づ
く

J

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
に
は
、
農
民
の
憲
法
秩
序
を
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
全
体
と
し
て
尊
重
し

/¥ 

つ
つ
も
、
そ
の
つ
ど
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
(
討
議
に
聞
か
れ
た
)
普
遍
主
義
的
に
正
当
化
し
う
る
観
点
か
ら
憲
法
規
範
を
再
解
釈
(
連
活
、



解
釈
、
追
加
、
修
正
と
い
う
形
で
)
し
て
ゆ
く
行
為
を
相
互
に
尊
重
し
あ
う
と
い
う
共
同
の
志
向
が
含
ま
れ
る
(
え
・

ζ
己
宮
弓
N
C
ミ
一
日
N

『
ご
。

具
体
的
な
規
範
は
常
に
反
省
に
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
既
存
の
憲
法
規
範
(
や
そ
の
解
釈
)
を
全
て
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
個
々
の
憲
法
規
範
(
や
そ
の
解
釈
)
に
反
対
し
て
も
構
わ
な
い
し
、
憲
法
秩
序
全

体
を
尊
重
す
る
な
ど
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
夜
り
市
民
的
不
服
従
も
認
め
ら
れ
う
る
(
他
の
市
民
に
対
し
て
も
同
様
の
資
格
を
認
め
な
け
れ
迂

な
ら
な
い
)
(
え
・
ロ
己
一
二
品
訳

H
E
5
5
)

。
こ
う
し
た
具
体
的
な
再
解
釈
の
過
程
の
中
で
、
憲
法
秩
序
の
成
果
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
憲
法
原
理
の

既
存
の
解
釈
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
普
遍
主
義
的
観
点
か
ら
そ
れ
を
再
解
釈
し
て
ゆ
く
た
め
の
相
互
の
規
範
的
期
待
が
形
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
既
存
の
憲
法
原
理
解
釈
の
視
点
や
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
檎
理
的
自
己
理
解
辻
、
そ
れ
だ
け
で
と
い
う
よ
り
も
、
こ
う
し
た
規
範
的
期

待
と
と
も
に
そ
の
つ
ど
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
確
認
さ
れ
市
民
の
動
機
の
中
に
も
浸
透
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
形

成
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
(
政
治
丈
化
)
が
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
、
理

、
ま
た
憲
法
秩
序
が
そ
う
し
た
解
釈
の
変
北
を
反
映
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
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相
心
的
な
場
合
に
お
い
て
は
、
憲
法
秩
序
を
γ

内
定
す
る
こ
と
な
く
そ
の
毎
括
の
範
囲
を
拡
大
す
る
方
向
で
そ
れ
を
再
解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、

可
能
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
一
件
解
釈
の
た
め
の
共
通
の
出
発
点
を
提
供
す
る
と
い
う
形
で
、
揺
環
的
な
過
程
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
、

に
お
い
て
維
持
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
の

以

t
に
お
い
て
点
描
し
た
よ
う
に
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
、
普
遍
主
義
的
正
義
の
観
点
か
ら
見
た

rH同
の
憲
法
秩
序
の
成
果
を
尊
重
し

な
が
ら
、
憲
法
原
理
の
既
存
の
解
釈
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
普
遍
、
正
義
的
観
点
か
ら
そ
れ
を
さ
ら
に
再
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
へ
の
共
同

の
志
r

川
、
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
、
憲
法
原
理
の
再
解
釈
や
市
民
の
論
理
的
自
己
了
解
の
確
認
に
お

け
る
公
共
的
正
当
化
や
そ
れ
へ
の
参
加
と
い
っ
た
、
あ
る
種
の
市
民
的
徳
性
の
尊
重
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
討
議
理
論
的
蔀
提
に
よ
っ
て
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
を
形
成
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
地
の
市
民
に
対
し
て
市
民
的
語
性
を
要
求
す
る
正
当
な
理
由
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
討
議



に
お
い
て
投
企
さ
れ
る
べ
き
正
義
と
い
う
参
照
点
は
実
在
論
的
に
は
じ
め
か
ら
前
提
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
討
議
の
中
で
論
議
の
不
可
避
の
前

提
が
桔
互
に
十
分
に
満
た
さ
れ
実
際
に
よ
き
論
拠
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
で
は
じ
め
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
討
議
理
論
は
市

に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
文
化
の
形
成
を
要
請
す
る
が
、
そ
れ
は
、
公
共
的
理
性
使
肘
の
要
件
そ
れ
自
体
が
論
争
の
対
象
と

な
る
の
で
あ
り
、
各
市
民
が
自
ら
実
際
に
よ
き
論
拠
を
生
み
出
す
よ
う
努
め
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
徳

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
合
恕
す
る
も
の
で
あ
る
の

の
と
み
な
さ
れ
う
る

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
問
題
点

議
節
で
は
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
下
で
は
、
前
節
で
解
明
し
た
憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム

-99-

と
い
う
考
え
方
に
問
題
は
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ハーパーマスのアイデンティティ論

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
構
想
に
対
す
る
よ
く
知
ら
れ
た
批
判
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
普
遍
主
義
的
な
連
帯
で
は
あ
ま
り
に
も
毒
薄
で
政
治

的
統
合
の
力
を
提
供
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
ワ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
共
和
主
義
か
ら
の
批
判
が
あ
る
(
の
〔
タ
ミ

i
ル

N
C
C
。
一
、
ヴ
ィ
ロ

i
リ
N
C
C
吋
)
。
し
か
し
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
詰
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
具
体
的
な
歴
史
的
文
脈
・
経
験
や
そ
れ
ら
と
結
び

つ
い
た
惑
清
・
動
機
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
文
脈
・
経
験
・
感
情
・
動
機
が
普
遍
主
義
的
な
観
点
か
ら
行
わ
れ
る

憲
法
原
理
の
再
解
釈
の
た
め
の
共
通
の
地
平
を
提
供
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
口
ま
た
、
上
の
よ
う
な
批
判
は
経
験

的
な
問
仰
い
と
規
範
的
な
問
い
を
混
同
し
て
い
る
と
も
い
い
う
る
し

NGS一
お
や
ゆ
一
∞
宮
山
出
口
一
お
お
一
日
午
小
企
、
そ
も
そ
も
前
政
治

い
て
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
よ
り
も
強

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
(
止

-
E巳
r吋
N
g
?
お
)
。

但
し
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
が
他
の
構
想
よ
り
護
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
内
在
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
可
詑
性
は
あ
る
。

J
-



ミ
ユ
ラ

i
は
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
が
「
国
家
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
や
「
事
民
宗
教
」
の
一
彰
態
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
て
ス
ム
は
普
通
、
王
義
的
観
点
か
ら

て
お
く
こ
と
を
そ
の
眼
目
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た

批
判
は
協
同
念
的
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
経
験
的
に
は
、

そ
う
し
た
も
の
に
堕
す
る
こ
と
を
免
れ
る
保
証
は
な
い
と
論
じ
て
い
る

〈
誌
は
口
実
話
可
一
足
t

∞
戸
訟
i

ヴ
。
前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
間
定
し
た
内
容
や
持
殊
な
訟
統

を
体
現

し
て
い
る
と
さ
れ
る
も
の
や
反
省
的
に
継
承
さ
れ
る
も
の
を
含
む
)
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

f
が
確
認
可
能
で
あ
る
と

み
な
す
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
れ
ん
徳
の
要
求
会
二
方
的
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
も
な
く
、
そ

う
し
た
誤
解
に
基
づ
く
批
判
は
意
味
を
な
さ
な
い
が
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
が
結
果
と
し
て
現
状
維
持
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
可

能
性
が
全
く
な
い
と
は
い
え
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
何
ら
か
の
回
定
し
た
内
容
に
そ
の
基
礎
を
お
く
も
の
で

は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
つ
ど
の
内
容
は
必
要
と
す
る
。
ミ
ユ
ラ

i
が
問
題
視
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
そ
の
つ
ど
の
内
容
を
構
成
す
る
記
憶
と

さ
れ
る
普
遍
主
義
的
憲
法
採
理
の
観
点
か
ら
歴
史
を
反
省
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
誤
っ
た
単
純
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
さ

-100 

好
戦
性
(
日
日

S
5
1
に
関
し
て
で
あ
る
(
三
三
宮
吋

N
0
0
?
H
S
j
S
)
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム
に
は
絶
え
ず
再
解
釈

せ
て
し
ま
う
こ
と
、
単
な
る
気
休
め
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
視
線
を
過
去
に
集
中
さ
せ
現
在
の
問
題
に
対
し
て
日
を
塞
が
せ
て
し
ま
う
こ
と
と

い
っ
た
屯
険
が
存
在
す
る
。
ま
た
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
普
遍
主
義
的
根
拠
の
尊
重
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
条
件
を
満

た
さ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
市
民
や
意
見
と
の
間
に
必
然
的
に
そ
の
つ
ど
境
界
殺
を
引
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
好
戦
性
は
、
メ
ン
バ

i
シ
ツ

プ
か
ら
の
排
除
、
「
非
市
民
的
な
」
一
一
一
一
口
論
や
行
為
に
対
す
る
法
的
規
耕
や
非
難

Z
E
5
5
m
)
と
い
っ
た
比
較
的
直
接
的
な
形
態
か
ら
、
設
存
の

「
市
民
的
」
某
準
か
ら
隔
た
っ
た
意
見
が
道
徳
的
・
法
的
要
求
に
翻
訳
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
り
そ
も
そ
も
表
明
す
る
の
が
難
し
く
な
る
と
い
っ
た

間
接
的
な
形
態
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
結
果
と
し
て
単
な
る
現
状
維
持
的
な
傾
向
を
強
化
し
て
し
ま
う
よ
う

な
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
ミ
ユ
ラ
!
も
論
じ
る
よ
う
に
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
に
は
こ
れ
ら
の
危
険
性
を
も

た
ら
す
要
素
と
と
も
に
そ
れ
ら
を
修
正
す
る
要
素
、
す
な
わ
ち
既
存
の
解
釈
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に
憲
法
京
理
を
再
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
へ
の



規
範
的
累
誇
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
時
点
で
そ
う
し
た
危
険
性
が
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
変
存
在
す
る
か
は
、
政
治
文
化

の
な
か
で
異
去
っ
た
、
あ
る
い
は
新
し
い
憲
法
原
理
の
解
釈
が
受
容
さ
れ
る
、
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
許
容
さ
れ
る
余
地
が
ど
の

程
変
存
在
す
る
か
と
い
う
経
験
的
な
条
件
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
中
に
含
ま
れ
る
合
理
主
義
的
苦
遍
主
義
の
理
念
そ
の
も
の
が
そ
の

を
必
然
的
に
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
理
的
・
概
念
的
な
批
判
が
あ
り
う
る
。
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
立
場
に
立
つ
論

者
は
、
憲
訣
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
を
同

い
う
形
で
再
解
釈
す
る
ジ
ダ
込
急

N
S芝
、
あ
る
い
は
そ
、
つ
し
た
庁

向
で
修
正
な
い
し
相
対
化
す
る
〈
Z
c
E
m
N
C三
一
∞
Z
S
E
N
C
C
ω
一
号
・
吋
一
宮
。
コ
討

NCC∞
一
寸
『
0
5
8
2
H
H
N
C
S
R
N
c
gゲ
)
べ
き
こ
と
を
主
張
す

る
。
し
か
し
そ
う
し
た
方
向
で
の
「
再
解
釈
」
で
は
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
中
の
重
要
な
部
分
、
す
な
わ
ち
現
代
に
お
い
て
も
可
能
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
成
の
仕
方
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
関
面
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ

ム
を
修
正
・
椙
対
化
す
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
再
構
築
の
可
詫
性
を
正
当
に
評
価
す
る
こ
と

な
く
設
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ノ、一パーマスのアイデンティティ J命

憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
憲
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
反
省
性
の
契
機
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

可
能
性
が
広
が
っ
て
ゆ
く
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
文
化
の
反
省
性
の
確
保
と
い
う
課
題
に
関
し
て
例
え
ば
毛
利
透
は
政
治
参

加
の
機
会
の
保
障
の
必
要
性
に
注
目
し
(
毛
利

NOON
一
第

2
i
4章
)
、
ま
た
ミ
ユ
ラ

l
は

E
Uと
い
う
多
層
的
な
政
体
に
お
け
る
(
単
一
の
ヨ

l

口
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
阿

化
で
は
な
く
)
多
麗
的
な
同
一
化
を
通
じ
た
国
民
的
・
欧
州
的
レ
ベ
ル
双
方
の
政
治
文
化
聞
に
お
け
る

相
瓦
学
習
の
可
能
性
に
注
目
し
て
い
る
〈
広
氏
ぽ
吋

NCCげ
の
y
・
5
0
た
だ
最
終
的
に
は
、
政
治
文
化
の

い
て
治
さ
れ
る
し
か

な
い
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
憲
法
原
理
の
既
存
の
解
釈
に
基
づ
い
て
倫
理
的
自
己
理
解
が

確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
つ
ど
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
憲
法
思
理
を
さ
ら
に
再
解
釈
し
て
い
く
過

程
を
通
じ
、
既
存
の
憲
法
原
理
解
釈
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
普
遍
主
義
的
観
点
を
志
向
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
一
定
程
度
認
容
し
得
る
よ



う
な
、
相
互
の
規
範
的
期
待
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
パ
ト
ワ
オ
テ
イ
ズ
ム
が
単
な
る
現
状
維
持
的
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う
と

い
う
危
険
を
避
け
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
規
範
的
期
待
を
よ
り
聞
か
れ
た
も
の
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
普
遍
主
義
的
憲
法
原
理
を
尊

重
す
る
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
は
ど
ん
な
意
見
で
も
受
容
し
う
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
は
、
普
遍
主
義
的
根

、
受
け
止
め
ら
れ
、
受
容
さ
れ
る

て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

は
、
単
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
廷
の
表
明
を
互
い
に
許
容
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
を
普
遍
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
道
徳
的
・

法
的
要
求
と
し
て
実
際
に
具
体
化
し
て
ゆ
く
よ
う
努
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
政
治
文
化
の
地
平
を
拡
大
し
て
ゆ
く
噛

ろ
、
つ
む

お
わ
り
に

以
上
ハ

l
パ
i
マ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
に
つ
い
て
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
討
議
理
論
的
観
点
か
ら

102-

導
か
れ
る
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
態
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
以
外
に
、
法
的
問
題
で
は
な
く
遊

徳
的
問
題
に
か
か
わ
る
市
民
社
会
に
お
け
る
「
政
治
的
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
の
法
共
同
体
に
お
け
る
政
治
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
形
態
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
市
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
万
は
政
治
と
政
治
哲
学
に
と
っ
て

重
要
な
テ
!
?
の
&
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
需
に
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
の
距
離
の
と
り
万
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
現
代

に
お
い
て
可
能
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
よ
り
豊
か
な
形
で
再
創
造
し
て
ゆ
く
可
能
性
誌
な
い
か
を
考
え
る
こ
と
を
や
め
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ

る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
た
め
の
条
件
を
提
示
す
る
ハ

i
パ
i
マ
ス
の
討
議
閣
法
制
に
お
い
て
構
想
さ
れ
て
い
る
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
誤
っ
た
理
解
に
基
づ
い
て
擁
護
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
可
詫
性
を
正
し
く
把
握
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
く
安
易
に
放

棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
避
け
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
が
そ
の
た
め
に
多
少
な
り
と
も
貢
献
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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(i)
あ
る
論
者
は
ハ

l
パ
l
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

i
シ
ヨ
ン
観
の
特
徴
を
、
「
平
直
な
語
り
」

(
1
3
2
さ
2
長
)
の
重
視
と
表
現
し
て
い
る
(
で
2
2
a出

5
5一

日
仏
少
出
。

N
『
門
・

)

O

(
2
)
し
た
が
っ
て
、
テ
イ
ラ
ー
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
、
特
定
の
文
化
の
存
続
を
日
的
と
し
た
集
ば
的
権
利
を
正
斗
化
す
る
議
論
は
ハ

l
パ
l
マ
ス
に
よ
っ

て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
白
〉
一
問
主
γ
竺。

(
3
)
A
・
フ
エ
ツ
ラ

l
ラ
は
、
ハ

i
パ
l
マ
ス
の
普
遍
主
義
的
な
道
徳
的
討
議
を
、
人
類
共
同
体
の
実
一
覧
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
解
明
す
る
論
理
的
討
議

と
し
て
解
釈
す
る
弓

2
4
5
5・
N
O
O
N
m
に
ぎ
足
立
。
し
か
し
、
複
数
の
帯
の
聞
に
成
立
す
る
著
遍
主
義
的
正
義
の
観
点
を
部
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
と
、
具
体
的
な
歴
史
を
持
つ
人
類
共
同
開
体
の
実
質
的
な
普
の
地
平
に
同
一
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
り
、
設
許

の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
、
近
代
の
多
元
主
義
を
前
提
と
す
る
討
議
理
論
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
υ

(
4
)
近
代
の
世
界
観
的
多
記
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
規
範
は
特
定
の
価
値
観
か
ら
で
は
な
く
、
い
か
な
る
実
質
的
内
誌
を
も
予
め
前
提
と
し
な
い
合
理
的

話
議
を
通
じ
て
関
与
者
間
で
合
意
が
得
ら
れ
る
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
正
当
化
さ
れ
う
る
(
討
議
原
理

(
D
)
「
実
践
的
討
議
に
お
い
て
す
べ

て
の
関
係
者
の
同
意
を
見
出
し
得
る
よ
う
な
規
範
だ
け
が
妥
当
性
の
要
求
を
許
さ
れ
る
」
)
。
あ
与
う
べ
き
合
意
の
基
準
と
な
る
の
は
、
合
理
的
討
議
を

通
じ
て
説
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
誰
で
あ
れ
論
議
の
形
式
的
前
提
(
参
加
資
格
の
間
故
性
、
発
言
機
会
の
平
等
、
発
一
一
一
日
の
誠
実
さ
、
外
的
・
内

的
強
制
の
欠
如
)
を
尊
重
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
論
証
規
則
的
と
し
て
の
普
遍
化
原
則

(
U
)
「
規
範
は
、
そ
の
普

遍
的
遵
守
が
各
人
の
利
害
状
況
と
価
値
志
向
に
対
し
て
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
結
果
や
剖
副
次
的
影
響
が
す
べ
て
の
関
係
者
に
強
制
な
く
し
て
共
需

で
受
け
容
れ
ら
れ
る
場
合
に
妥
当
す
る
」
で
あ
る
(
出
〉
一
同
毛
・
7

冨
w
E
同
岳
山
)

0

(
5
)
法
辻
近
代
へ
の
移
行
に
伴
っ
て
内
面
化
し
た
道
患
を
機
能
的
に
補
完
す
る
必
要
か
ら
必
然
的
に
分
化
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
法
的
統
合
形
式
そ
の
も

の
を
放
棄
す
る
と
い
う
選
択
肢
は
あ
り
え
な
い
毛
乙

P
Hお
ー
己
訳
上
に
C

吋)
C

(6)
ハ
i
パ
!
マ
ス
は
こ
れ
を
、
法
秩
序
が
討
議
的
実
践
を
通
じ
て
(
普
遍
主
義
的
な
道
徳
的
観
点
と
矛
農
し
な
い
形
で
)
具
体
化
さ
れ
る
た
め
に
満
た
す

べ
き
形
式
と
し
て
再
構
成
し
て
い
る
奇
心

9
M
gヤ
い
念
。

(
7
)
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
の
概
念
史
に
つ
い
て
、
毛
利

N
O
O
N
一
第

l
章、

Y
向
巴
}
ぬ
吋

N
O
O
吋一(〕ゲ・目。

ノ¥



(
8
)
三
三
ぽ
円
N
C
ミ
は
こ
れ
ら
の
要
素
に
言
亙
し
て
い
る
が
(
怠
ー
ミ
)
、
そ
れ
ら
の
需
の
相
互
慰
問
係
に
関
し
て
不
明
確
な
点
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
首
見
一
貫
し
た
説
明
を
試
み
る
。

(
9
)
ハ
i
バ
l
マ
ス
の
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
論
に
は
人
権
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
普
遍
的
な
憲
法
原
理
に
照
ら
し
て
当
該
の
憲
法
秩
序
が
全
体
と
し
て

は
尊
重
に
値
す
る
と
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
前
提
条
件
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
(
ハ

i
パ
!
マ
ス
は
そ
う
で
な
い
場
合
の
正
当
な
(
市
民
的
不
服
従

と
は
区
別
さ
れ
る
)
抵
抗
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る

)
S
F
∞
ブ
窓
-
5
Y
5
P
H
H
H
訳
口
少
足
ヤ
ド
ロ
H
E
P
H
臼
円
出
汗
口
。
-
訳
日
小
型
。

臣
家
創
設
世
え
の
子
孫
は
培
黙
の
う
ち
に
(
移
住
者
は
明
示
的
に
)
既
存
の
憲
法
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
継
続
に
同
意
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
憲
法
秩

序
が
対
象
と
す
る
単
位
集
留
の
構
成
は
控
史
的
に
は
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
十
分
に
機
能
的
な
公
共
闘
を
通
じ
て
、
連
邦
主
義
、
分
権
、
文
化
的

権
科
、
平
等
待
遇
政
策
な
ど
の
選
択
肢
も
含
む
「
差
異
に
敏
感
な
包
括
」
が
を
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
多
様
な
生
活
環
式
の
共
存
は
原
理
的
に
辻
可
能
で

あ
る
と
い
う
の
が
ハ

l
パ
i
マ
ス
の
立
場
で
あ
る
(
出
〉
一
N

印
日
ア
コ
品
訳

2
2
?
コ円)。

(
刊
)
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
(
政
治
文
化
)
が
現
行
憲
法
を
中
心
に
結
晶
す
る
と
い
う
点
に
関
す
る
ハ

i
パ
l
マ
ス
に
よ
る
言
及
と
し
て
、
出
汗
に
ωw

ω
ω
C

訳
エ
ド
ω
N
N

。

普
遍
主
義
的
な
法
規
範
や
そ
れ
に
関
連
す
る
政
治
文
化
に
は
国
民
ど
う
し
の
鍔
係
だ
け
で
な
く
他
国
民
な
ど
に
対
す
る
関
係
に
関
す
る
内
容
も
含
ま
れ

、つる。

11 

-104-

(
ロ
)
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
イ
ズ
ム
に
は
恥
、
怒
り
、
誇
り
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
感
信
が
含
ま
れ
る
。

(
日
)
ハ

i
パ
l
マ
ス
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
明
確
に
斥
け
て
い
る
玄
出
一

N
S
1
8
訳
お
必
念
。
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
そ
う
し
た
万
向
で

ハ
i
パ
l
マ
ス
を
援
用
(
誤
川
市
)
す
る
議
論
と
し
て
、
加
藤
一
九
八
八
。

(
M
)
鱈
々
の
立
法
百
九
も
憲
法
規
範
の
適
用
・
解
釈
の
一
例
で
あ
る
の

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
牧
野
二

O

O
七
を
参
照
。

(
同
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
両
日
本
哲
学
会
第
五
卜
八
回
大
会
で
の
報
台
市
ベ

l
パ
i
に
お
い
て
検
討
し
て
い
た
が
、
本
語
で
は
紙
幅
の
都
台
上
割
愛
し
、
機

会
を
改
め
て
論
じ
る
w

}

と
に
し
た
い
。
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