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アーレントと多元主義　再考

ア
ー
レ
ン
ト
と
多
元
主
義　

再
考

蛭　
　

田　
　
　
　

圭

は
じ
め
に（

（
（

　

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
中
心
に
多
元
性
（plurality

（
の
概
念
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
自
身
が
多

元
性
を
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
生
活
の
条
件
そ
の
も
の
」
や
「
地
球
の
法
」
な
ど
と
特
徴
付
け
て
い
る
し（

（
（

、
多
元
性
を
鍵
概
念
と
し
て

ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
群
を
読
み
解
く
試
み
も
数
多
く
あ
る（

3
（

。
し
か
し
、
彼
女
が
政
治
哲
学
な
い
し
政
治
理
論
的
な
意
味
で
多
元
主
義
0

0

は
じ
め
に

一
．
ア
ー
レ
ン
ト
と
多
元
主
義
を
考
え
る
た
め
の
予
備
作
業

二
．
多
元
主
義
と
い
う
考
え

三
．
三
つ
の
多
元
主
義
概
念

四
．
ア
ー
レ
ン
ト
の
多
元
主
義
？

五
．
ア
ー
レ
ン
ト
の
一
元
主
義

六
．
一
元
主
義
か
ら
多
元
性
へ

お
わ
り
に
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者0

（pluralist

（
で
あ
っ
た
か
と
な
る
と
、
論
争
の
余
地
が
大
い
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
彼
女
自
身
が
あ
ら
ゆ
る

主
義
（
イ
ズ
ム
（
に
対
し
て
疑
念
を
表
し
、
全
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
見
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
帰
結
と

し
て
、
彼
女
が
「
多
元
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
避
け
、
接
尾
語
の
付
か
な
い
「
多
元
性
」
と
い
う
言
葉
を
一
貫
し
て
使
い
続
け
た
こ

と
も
、
論
争
が
続
く
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
ア
ー
レ
ン
ト
と
多
元
主
義

の
関
係
に
つ
い
て
合
意
が
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ス
マ
ン
は
近
著
『
多
元
主
義
と
自
由
民
主
主
義
』
で
、

ア
ー
レ
ン
ト
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
並
ぶ
、
二
十

世
紀
を
代
表
す
る
多
元
主
義
者
と
し
て
論
じ
て
い
る（

4
（

。
そ
れ
に
対
し
、
十
九
世
紀
後
半
か
ら
現
代
ま
で
の
「
多
元
主
義
の
様
々
な
諸

伝
統
の
歴
史
」
を
概
観
し
た
編
書
『
近
代
の
多
元
主
義
』
で
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
全
て
多
元

主
義
者
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
へ
の
言
及
は
な
い（

（
（

。
さ
ら
に
ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ス
マ
ン
の
『
多
元
主
義
』

や
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
の
『
政
治
哲
学
』
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
む
し
ろ
あ
る
種
の
反
多
元
主
義
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る（

（
（

。

こ
う
し
た
研
究
動
向
を
背
景
と
し
て
、
次
の
問
い
を
改
め
て
問
う
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
は

「
多
元
主
義
の
思
想
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

　

こ
の
問
い
へ
の
回
答
と
し
て
、
本
稿
で
は
三
つ
の
主
な
主
張
を
提
示
す
る
。
第
一
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
政
治
理
論
的
な
意
味
で
多

元
主
義
者
で
は
な
い
。
先
行
研
究
の
一
部
が
既
に
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
、「
多
元
性
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
お
し
ゃ
べ
り
に
も
関

わ
ら
ず
」、
彼
女
は
よ
り
深
い
意
味
で
の
多
元
主
義
を
肯
定
し
て
い
な
い（

（
（

。
第
二
に
、
先
行
研
究
を
一
歩
踏
み
越
え
、
ア
ー
レ
ン
ト

が
多
元
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い

0

0

0

の
み
な
ら
ず
、
あ
る
種
の
一
元
主
義
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
0

0

こ
と
を
論
証
し
た
い
。

つ
ま
り
、
善
き
生
の
構
想
の
多
様
性
を
認
め
な
い
道
徳
的
な
一
元
主
義
で
あ
る
。
諸
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
善
の
構
想
に
基
づ
き
自
ら

の
生
き
方
を
選
ぶ
こ
と
―
―
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
理
性
的
な
多
元
主
義
の
事
実
」
―
―
を
肯
定
し
た
上
で
政
治
体
の
あ
り
方
を

考
え
る
現
代
政
治
理
論
の
主
潮
流
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
は
決
定
的
に
袂
を
分
っ
て
い
る（

（
（

。
第
三
に
、
最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
主
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張
と
し
て
、
こ
の
一
元
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
こ
そ
が
、
彼
女
の
多
元
性
の
擁
護
を
基
礎
付
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。
善

き
生
の
構
想
の
多
様
性
を
認
め
ず
、
政
治
的
生
を
一
元
主
義
的
に
擁
護
す
る
が
故
に
、
多
元
主
義
的
な
リ
ベ
ラ
ル
の
理
論
家
が
肯
定

で
き
な
か
っ
た
類
の
多
元
性
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
肯
定
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
訳
語
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
のplurality

の
訳
と
し
て
は
、「
複
数
性
」
が
用
い
ら
れ
る
の
が
一

般
的
で
あ
る
。
こ
の
訳
は
原
語
に
忠
実
で
あ
り
、
ま
た
文
字
通
り
「
多
元
性
」
を
意
味
す
るm

ultidim
ensionality

と
差
別
化
で

き
る
点
で
も
優
れ
た
訳
語
と
言
え
る
。
他
方
でplurality

を
「
複
数
性
」、pluralism

を
「
多
元
主
義
」
と
訳
し
分
け
る
こ
と
に

よ
る
弊
害
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
訳
し
分
け
に
慣
れ
原
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
見
落
と
す
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
圏
に
お
け
る

ア
ー
レ
ン
ト
研
究
で
な
ぜplurality
とpluralism

の
関
係
が
繰
り
返
し
問
題
と
さ
れ
て
き
た
か
が
、
分
か
ら
な
く
な
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
問
題
は
、
先
に
挙
げ
た
フ
ラ
ス
マ
ン
、
ラ
ス
マ
ン
、
ベ
イ
ナ
ー
ら
の
近
著
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
国
際
的
な
ア
ー
レ

ン
ト
研
究
の
最
先
端
で
も
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
中
心
に
活
動
す
る
国
際
学
会H

annah 

A
rendt Circle

の
年
次
大
会
で
は
、
二
〇
一
八
年
、
二
〇
一
七
年
、
二
〇
一
五
年
に
そ
れ
ぞ
れ 

‘Arendtian H
um

an Plurality 

as a Corrective to Liberal Pluralism

’、
‘Athens vs. Sparta: A

rendt and Rousseau on Pluralism

’、
‘Hannah 

A
rendt: M

onist or Pluralist w
ith Respect to the Good Life?

’ と
題
さ
れ
た
研
究
報
告
が
あ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る

plurality

とpluralism

の
問
題
が
繰
り
返
し
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る（

9
（

。
こ
う
し
た
動
向
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
あ
え
てplurality

に
「
多
元
性
」
と
い
う
訳
を
用
い
、
日
本
語
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
で
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
問
題
を
提
起
す
る
と
共
に
、
一

つ
の
回
答
を
試
み
た
い
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
は
じ
め
に
準
備
作
業
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
主
義
（
イ
ズ
ム
（」
の
拒
絶
に
つ
い

て
、
我
々
解
釈
者
が
取
る
べ
き
立
場
を
論
じ
る
。
続
く
第
二
節
で
多
元
主
義
と
い
う
考
え
の
一
般
的
特
徴
を
考
察
し
た
後
、
第
三
節

で
、
政
治
理
論
的
な
意
味
で
多
元
主
義
者
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
多
元
主
義
の
諸
概
念
を
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三
つ
の
次
元
に
分
け
て
整
理
し
た
上
で
、
そ
の
相
互
関
係
を
分
析
す
る
。
続
く
二
つ
の
節
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
多
元
性0

擁
護
が
多
元

主
義
0

0

の
擁
護
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
、
彼
女
の
一
元
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
作
業
の
過
程
で
、
自
由
、

活
動
、
人
間
性
と
い
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
の
主
要
概
念
を
、
多
元
主
義
／
一
元
主
義
と
の
関
わ
り
で
議
論
す
る
。
そ
し
て
第
六
節

で
、
多
元
主
義
と
多
元
性
を
直
接
結
ぶ
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
と
対
比
し
な
が
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
一
元
主
義
を
通
じ
て
多
元
性
を
擁
護

す
る
回
路
を
紐
解
い
て
い
く
。
結
び
と
し
て
、
以
上
の
議
論
が
広
義
の
政
治
哲
学
・
政
治
理
論
研
究
に
持
つ
含
意
を
論
じ
た
い
。

一
．
ア
ー
レ
ン
ト
と
多
元
主
義
を
考
え
る
た
め
の
予
備
作
業

　

多
元
主
義
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
を
主
義
（
イ
ズ
ム
（
の
名
で
呼
ぶ
試
み
に
そ
も
そ
も
懐
疑
的
な
読

者
も
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
自
身
が
主
義
（
イ
ズ
ム
（
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
同
義
と
し
た
上
で
、
そ
れ
は
暴
力
へ
の
発

展
の
可
能
性
を
孕
ん
だ
、
内
在
的
に
危
険
な
も
の
だ
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
だ（

（1
（

。
さ
ら
に
彼
女
は
、
晩
年
に
「
あ
な
た
は
リ
ベ

ラ
ル
な
の
か
？　

そ
れ
と
も
保
守
な
の
か
？　

現
代
の
可
能
性
の
う
ち
で
あ
な
た
の
立
場
は
ど
こ
な
の
か
？
」
と
訊
か
れ
た
際
、

「
私
は
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
属
さ
な
い
」
と
答
え
、
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
与
し
な
い
身
振
り
を
み
せ
て
い
る（

（（
（

。
こ
う
い
っ

た
発
言
を
根
拠
と
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
を
主
義
（
イ
ズ
ム
（
と
し
て
括
る
の
は
無
駄
な
作
業
だ
と
す
る
見
解
が
あ
り
う
る

だ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
は
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
抗
う
」
と
い
う
見
解
で
あ
る（

（1
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
見
解
は
説
得
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ま
ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
想
は
あ
ま
り
に
も

狭
隘
で
あ
る
。
彼
女
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
が
「
観
念
」（idea

（
と
「
論
・
学
」（-logy

（
の
複
合
語
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
そ
の
名
が
ほ
ぼ
文
字
通
り
示
す
」
と
お
り
「
あ
る
観
念
の
論
理
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。「
自
然
の
法
」
と
い
う
前

提
か
ら
演
繹
さ
れ
る
ナ
チ
ズ
ム
と
、「
歴
史
の
法
」
と
い
う
前
提
か
ら
演
繹
さ
れ
る
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
が
例
示
す
る
と
お
り
、
イ
デ
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オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
つ
い
て
の
一
貫
し
た
説
明
を
「
公
理
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
前
提
か
ら
」
演
繹
的
に

与
え
る
も
の
だ
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
る（

（1
（

。
し
か
し
こ
の
分
析
が
、
非
全
体
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
多
く
に
当
て
は
ま
ら
な

い
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
自
由
主
義
は
、
自
由
、
平
等
、
自
律
、
法
の
統
治
と
い
っ
た
複
数
の
概
念
か
ら
成

り
立
ち
、
ど
の
一
つ
の

0

0

0

概
念
に
も
還
元
で
き
な
い（

（1
（

。
ま
た
、
明
る
い
未
来
を
描
く
こ
と
の
拒
絶
0

0

を
中
核
と
し
た
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義

を
考
え
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
必
ず
し
も
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
一
貫
し
て
説
明
す
る
わ
け
で
も
な
い（

（1
（

。
さ
ら

に
「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
全
て
の
「
イ
ズ
ム
」
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い（

（1
（

。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
が
、
彼
女
の
言
う
狭
義
の
主
義
（
イ
ズ
ム
（
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
相
容
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
が
通
常
の
意
味
で
の
主
義
（
イ
ズ
ム
（
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
属
さ
な
い
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
れ
以
上
に
決
定
的
な
の
は
、
原
則
と
し
て

0

0

0

0

0

、
解
釈
者
は
著
者
の
意
図
を
必
ず
し
も
尊
重
す
る
必
要
が
な
い
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
る
人
が
「
私
は
自
由
至
上
主
義
者
で
は
な
い
」
と
主
張
し
た
と
し
よ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
も
し
そ
の
人
が
消
極
的

自
由
を
至
高
の
価
値
と
考
え
、
社
会
的
正
義
と
い
う
概
念
は
範
疇
の
取
り
違
え
か
ら
生
じ
た
幻
想
だ
と
主
張
し
、
国
防
を
除
く
全
て

の
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
市
場
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
べ
き
だ
と
唱
え
た
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
の
人
を
自
由
至
上
主
義
者
と
呼
ぶ
べ
き
で

あ
ろ
う
。
同
様
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
自
ら
を
リ
ベ
ラ
ル
で
も
保
守
で
も
な
い
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
女
の
政
治
思
想
の

う
ち
に
自
由
主
義
的
な
い
し
保
守
主
義
的
な
要
素
を
充
分
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
た
ち
解
釈
者
は

0

0

0

0

0

0

0

彼
女
自
身
の
意
図
に
反

し
て
、
彼
女
の
思
想
を
そ
う
い
っ
た
「
主
義
」
の
名
で
呼
ぶ
べ
き
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
既
存
の
研
究
で
も
、
彼
女
の
政
治
思
想
は

共
同
体
主
義
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
、
市
民
的
共
和
主
義
と
い
っ
た
様
々
な
「
主
義
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
て

い
る（

（1
（

。
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二
．
多
元
主
義
と
い
う
考
え

　
「
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
多
元
主
義
の
思
想
か
？
」
と
い
う
問
い
の
正
統
性
を
確
保
し
た
と
こ
ろ
で
、
多
元
主
義
の
諸
概
念

の
整
理
に
入
り
た
い
。
ま
ず
は
、
多
元
主
義
と
い
う
考
え
の
一
般
的
な
性
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う（

（1
（

。

　

多
元
主
義
は
、
何
の
0

0

多
元
性
を
問
題
と
す
る
か
を
指
定
し
な
い
点
で
、
形
式
的
な
概
念
で
あ
る
。
多
文
化
主
義
と
対
比
す
る
と
、

こ
の
特
性
が
良
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
一
方
で
、
多
文
化
主
義
は
文
化
の0

多
数
性
に
関
す
る
も
の
だ
と
、
予
め
（
定
義
か
ら
し

て
（
意
味
の
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
多
元
主
義
は
、「
何
の
多
元
性
か
？
」
と
い
う
問
い
が
未
回
答
の
ま
ま
の

概
念
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
次
第
で
、「
多
元
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
る
概
念
を
ほ
ぼ
際
限
な

く
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
科
学
的
研
究
は
単
一
の
方
法
の
応
用
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
分
析
対
象
に
応
じ
た
複
数
の
方

法
の
使
用
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
、
方
法
論
的
多
元
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る（

（1
（

。
ま
た
形
而
上
学
の
文
脈
で
、
現

実
は
一
つ
の
実
体
に
還
元
で
き
ず
複
数
の
実
体
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う
立
場
を
、
総
称
し
て
多
元
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る（

11
（

。
こ
の

よ
う
に
、
議
論
の
文
脈
0

0

が
特
定
さ
れ
、
問
題
と
な
る
多
元
性
の
内
容
0

0

（「
何
の
多
元
主
義
か
？
」（
が
指
定
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
多
元

主
義
の
概
念
は
実
質
的
な
意
味
を
得
る
の
で
あ
る
。

　

多
元
主
義
の
諸
概
念
に
は
、
一
般
に
二
つ
の
主
要
な
共
通
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
多
様
性
の
記
述
だ
け
で
な

く
、
そ
の
望
ま
し
さ
の
肯
定
を
伴
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
方
法
論
的
多
元
主
義
の
概
念
に
は
、
科
学
研
究
に
色
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

あ
る
と
い
う
事
実
の
認
識
に
加
え
、
そ
の
よ
う
な
多
様
性
が
望
ま
し
い
と
い
う
判
断
0

0

が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
厳
密
に
言
え
ば
、

多
元
主
義
と
多
様
性
を
同
義
と
し
て
使
う
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
純
粋
に
記
述
的
な
意
味
で
「
多
元
主
義
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
は
、
文
法
的
規
則
の
違
反
で
は
な
い
。
し
か
し
通
常
、「
多
様
性
」
で
は
な
く
あ
え
て
「
多
元
主
義
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
問
題
と
な
る
多
様
性
を
発
話
者
な
い
し
執
筆
者
が
陰
に
陽
に
肯
定
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
少
な
く
と
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も
政
治
理
論
の
文
脈
で
多
元
主
義
が
議
論
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
概
念
に
は
記
述
と
規
範
の
両
面
が
存
在
す
る
。

　

多
元
主
義
諸
概
念
の
一
般
的
特
徴
の
二
つ
目
は
、
そ
の
批
判
的
機
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
概
念
は
常
に
対
応
す
る
一
元
性
を

問
題
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
方
法
論
的
多
元
主
義
は
科
学
的
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
性
の
肯
定
で
あ
る
と
同

時
に
、
諸
ア
プ
ロ
ー
チ
が
唯
一
の
正
し
い
方
法
論
に
収
斂
す
る
は
ず
だ
と
い
う
一
元
主
義
へ
の
批
判
で
も
あ
る（

1（
（

。
同
様
に
形
而
上
学

的
多
元
主
義
は
、
現
実
を
生
成
す
る
実
体
の
多
様
性
の
肯
定
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
現
実
を
一
つ
の
実
体
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
ス

ピ
ノ
ザ
の
よ
う
な
一
元
主
義
的
立
場
へ
の
批
判
で
も
あ
る
。
グ
レ
ゴ
ー
・
マ
ク
レ
ナ
ン
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
ど
の
よ
う
な
類
の

も
の
で
あ
れ
、
多
元
主
義
の
力
は
、
何
ら
か
の
支
配
的
な
一
元
主
義
的
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
の
特
徴
を
述
べ
、
そ
れ
を
問
題
化
す
る
能

力
に
依
存
す
る
」
の
で
あ
る（

11
（

。

三
．
三
つ
の
多
元
主
義
概
念

　

以
上
の
よ
う
な
多
元
主
義
の
形
式
的
特
性
ゆ
え
に
、
政
治
理
論
の
文
脈
に
限
定
し
て
も
、
多
元
主
義
概
念
が
複
数
存
在
す
る
の
は

驚
く
に
あ
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
コ
ノ
リ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
多
元
主
義
と
は
「
理
想
と
し
て
の
い
か
な
る
一
つ

の
説
明
を
も
受
け
入
れ
ず
、
そ
れ
自
体
が
複
数
の
様
式
で
機
能
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
な
の
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
こ
う
し
た
「
複
数
の

様
式
」
を
、
個
人
、
集
団
、
価
値
論
と
い
う
三
つ
の
次
元
に
大
別
し
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
何
の
多
元
主
義
か
？
」
と
「
ど

の
よ
う
な
一
元
性
を
問
題
化
す
る
た
め
の
多
元
主
義
か
？
」
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主
義
の
諸
概
念
を

見
て
い
こ
う
。
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1
．
多
元
主
義
と
個
人

　

第
一
に
、
一
個
人
の
次
元
で
の
多
元
主
義
が
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
生
き
方
な
い
し
「
善
の
構
想
」
の
多
元
性
で
あ

る
。
そ
の
主
張
を
素
描
し
よ
う
。
多
く
の
人
々
が
生
き
る
社
会
、
と
り
わ
け
近
代
社
会
で
は
、
諸
個
人
は
自
分
に
あ
っ
た
生
き
方
を

そ
れ
ぞ
れ
探
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
信
仰
を
持
つ
人
も
い
れ
ば
、
神
の
存
在
を
否
定
す
る
人
も
い
る
。
異
性
愛
者
の
人
も
い
れ
ば

同
性
愛
者
の
人
も
い
る
。
こ
う
い
っ
た
生
き
方
の
多
様
性
は
記
述
的
な
事
実
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
尊
重

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
無
神
論
者
に
信
仰
を
強
要
し
た
り
、
同
性
愛
者
に
異
常
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
り
す
る
と
、

個
人
の
自
律
が
否
定
さ
れ
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
実
り
あ
る
生
を
送
る
機
会
が
奪
わ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
多
元
主
義
的
な
政
治
理
論
と
は
、
諸
個
人
が
異
な
る
善
の
構
想
に
基
づ
い
て
多
様
な
生
き
方
を
求
め
る
こ
と
を
前

提
・
承
認
し
た
上
で
、
そ
う
い
っ
た
差
異
を
包
含
で
き
る
政
治
体
の
姿
を
探
る
試
み
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ガ
ル
ス
ト
ン
が
「
ポ

ス
ト
宗
教
改
革
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ん
だ
自
由
主
義
の
系
譜
が
、
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

宗
教
紛
争
へ
の
反
省
か
ら
、「
多
様
性
の
原
理
」
を
礎
と
し
て
自
由
主
義
を
構
想
す
る
伝
統
で
、
代
表
的
論
者
と
し
て
ロ
ッ
ク
、

バ
ー
リ
ン
、
後
期
ロ
ー
ル
ズ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

　

そ
れ
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
多
元
主
義
が
批
判
の
的
と
す
る
一
元
主
義
と
は
、
社
会
に
生
き
る
全
て
の
人
々
に
何
ら
か
の
形
で
一

つ
の
生
き
方
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
政
教
分
離
の
原
理
と
信
仰
の
自
由
を
認
め
な
い
「
前
近
代
的
な
」
政
治
体
が

代
表
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
元
主
義
的
な
政
治
体
が
、
宗
教
的
基
盤
を
必
ず
し
も
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
個
人
と
共
同
体
の
有
機

的
な
繋
が
り
を
強
調
す
る
共
同
体
主
義
や
、
共
通
善
へ
の
奉
仕
を
重
視
す
る
共
和
主
義
に
は
、
諸
個
人
の
生
き
方
の
多
様
性
に
制
限

を
加
え
る
一
元
主
義
的
傾
向
が
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
「
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
へ
の
手
紙
」
が
好
例
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
劇
場
を
開
く
と

い
う
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
提
案
を
ル
ソ
ー
は
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
演
劇
の
愉
し
み
が
市
民
的
責
務
の

遂
行
の
喜
び
と
競
合
す
る
こ
と
を
ル
ソ
ー
は
挙
げ
て
い
る（

11
（

。
人
々
が
市
民
0

0

た
ら
ね
ば
共
和
国
は
維
持
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
は
個
人
0

0
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と
し
て
の
生
の
多
様
性
は
制
限
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
一
元
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
善
の
構
想
の
多
元
性
を
自
由

主
義
的
に
擁
護
す
る
こ
と
は
、
人
々
の
怠
惰
を
助
長
し
公
的
空
間
の
腐
蝕
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

2
．
多
元
主
義
と
集
団

　

政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主
義
の
第
二
の
主
要
概
念
は
、
市
民
社
会
内
部
の
集
団
の
多
元
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

焦
点
は
一
個
人
で
は
な
く
、
国
家
と
個
人
の
あ
い
だ
の
次
元
で
あ
る
。
文
化
的
集
団
と
（
狭
義
の
（
政
治
的
集
団
を
区
別
し
な
が
ら
、

整
理
し
て
い
こ
う
。

　

文
化
的
多
元
主
義
の
考
え
と
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
近
代
国
家
の
中
に
は
、
多
様
な
生
活
様
式
を
持
つ
複
数
の
集
団
を

内
包
す
る
も
の
が
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
、
イ
ス
ラ
ム
人
口
と
い
っ
た
宗
教
に
基
づ
く
分
類
も
で
き
る
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
、

ト
ル
コ
系
と
い
っ
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
基
づ
く
分
類
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
る
に
せ
よ
、
重
要
な
の

は
、
こ
れ
ら
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
居
住
国
の
法
と
慣
習
に
従
い
つ
つ
も
、
一
定
の
文
化
的
自
律
を
保
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

事
実
へ
の
一
つ
の
応
答
と
し
て
、
同
化
主
義
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
分
断
し
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
文
化
的
多
元
性
を

問
題
視
し
、
支
配
的
な
社
会
へ
の
同
化
を
全
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
求
め
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
同
化
主
義
と
し
て
の
一
元
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を

批
判
す
る
の
が
、
文
化
的
多
元
主
義
で
あ
る
。
こ
の
立
場
が
理
想
と
す
る
の
は
、
諸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
慣
習
・
言
語
・
宗
教
等
を
尊

重
し
、
集
団
的
差
異
を
包
摂
す
る
社
会
で
あ
る
。
ホ
ー
ラ
ス
・
カ
レ
ン
の
言
葉
を
敷
衍
す
れ
ば
、
同
音
（
ユ
ニ
ゾ
ン
（
で
は
な
く
和

音
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
（
を
通
奏
低
音
と
す
る
社
会
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
文
化
的
多
元
主
義
と
一
部
重
な
る
も
の
と
し
て
、（
狭
義
の
（
政
治
的
多
元
主
義
が
あ
る
。
こ
の
考
え
が
注
目
す
る

の
は
、
市
民
社
会
内
の
諸
集
団
の
中
に
、
政
治
的
意
思
決
定
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
も
の
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
例
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
シ
ー
ク
教
徒
と
い
う
良
く
知
ら
れ
た
ケ
ー
ス
を
見
て
お
こ
う（

11
（

。
イ
ギ
リ
ス
社
会
で
は
、
シ
ー
ク
教
徒
が
一
定
の
自
律
を
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持
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
こ
の
生
活
様
式
を
尊
重
し
、
包
摂
的
な
社
会
を
作
ろ
う
と
い
う
の
が
文
化
的
多

元
主
義
の
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
、
シ
ー
ク
教
徒
た
ち
が
自
ら
の
生
活
様
式
を
守
る
た
め
に
政
治
活
動
を

始
め
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

例
え
ば
タ
ー
バ
ン
着
用
の
慣
習
を
守
る
た
め
、
バ
イ
ク
利
用
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務

を
課
す
法
律
の
適
用
免
除
を
求
め
、
シ
ー
ク
教
徒
た
ち
が
ロ
ビ
ー
活
動
を
始
め
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？　

こ
の
と
き
彼
ら
は
、
文

化
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
な

0

0

0

0

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
あ
る
社
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
が
、
中
絶
禁
止
の
立
法
を

目
指
し
て
圧
力
団
体
を
立
ち
上
げ
た
場
合
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
文
化
的
多
元
性
は
政
治
的
多
元
性
に
転
化
し

て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
政
治
的
な
集
団
が
文
化
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
基
盤
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
党
を
考
え
よ
う
。
こ
れ
は
個

人
と
国
家
を
媒
介
す
る
集
団
の
代
表
例
だ
が
、
党
員
の
構
成
は
通
常
、
特
定
の
文
化
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い

な
い
。
同
様
に
、
組
合
を
通
じ
て
集
団
的
利
益
を
求
め
る
労
働
者
階
級
も
、
第
一
義
的
に
は
文
化
的
な
集
団
で
は
な
い
。
文
化
的
多

元
主
義
の
焦
点
が
生
活
空
間
と
し
て
の
市
民
社
会
な
の
に
対
し
、
政
治
的
多
元
主
義
の
焦
点
は
政
治
的
意
思
決
定
過
程
の
一
部
と
し

て
の
市
民
社
会
な
の
だ
。
同
様
に
、
文
化
的
多
元
主
義
の
批
判
対
象
が
同
化
主
義
な
の
に
対
し
、
政
治
的
多
元
主
義
の
批
判
対
象
は

国
家
主
義
と
し
て
の
一
元
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
政
治
的
に
一
元
主
義
的
な
社
会
と
は
、
結
社
の
自
由
が
な
い
た
め
、
ま
た
は
市
民
社
会
の

脆
弱
さ
ゆ
え
に
結
社
の
自
由
が
充
分
に
行
使
さ
れ
な
い
た
め
、
中
央
政
府
が
権
力
を
独
占
す
る
社
会
で
あ
る
。
翻
っ
て
政
治
的
に
多

元
主
義
的
な
社
会
と
は
、
政
党
や
組
合
と
い
っ
た
中
間
団
体
を
通
じ
、
市
民
の
声
が
力
強
く
政
府
に
届
く
社
会
で
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
議
論
を
す
る
者
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
ギ
ス
、
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
か
ら
ポ
ー
ル
・
ハ
ー
ス
ト
に
至

る
イ
ギ
リ
ス
多
元
主
義
国
家
論
者
に
加
え
、
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
か
ら
ア
ー
サ
ー
・
ベ
ン
ト
リ
ー
を
経
て
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ル
に
連
な

る
ア
メ
リ
カ
多
元
主
義
的
民
主
主
義
論
の
伝
統
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。
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3
．
多
元
主
義
と
価
値
理
論

　

以
上
の
議
論
は
、
文
化
や
善
の
構
想
が
一
つ
で
は
な
い
と
い
う
観
察
可
能
な
事
実
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ど

う
し
て
人
は
色
々
な
文
化
を
形
作
っ
た
り
、
違
っ
た
生
き
方
を
追
求
し
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
？　

な
ぜ
諸
文
化
は
単
一
の
文
明
へ

と
昇
華
せ
ず
、
人
々
の
生
は
一
つ
の
正
し
い
生
き
方
へ
と
収
斂
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ
ら
の
問
い
へ
の
一
つ
の
回
答
と
し
て

出
さ
れ
た
の
が
、
現
代
政
治
理
論
に
お
け
る
第
三
の
多
元
主
義
概
念
―
―
価
値
多
元
主
義
―
―
で
あ
る
。

　

そ
の
最
も
基
本
的
な
考
え
と
は
、
自
由
、
正
義
、
幸
福
、
知
識
、
美
し
さ
と
い
っ
た
諸
価
値
の
あ
い
だ
に
は
、
取
り
除
く
こ
と
の

で
き
な
い
衝
突
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
末
期
患
者
が
短
い
余
命
を
告
知
さ
れ
れ
ば
、
真
実
を
知
る
代
わ
り
に
不
幸
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
石
畳
の
道
路
を
整
備
す
れ
ば
、
移
動
の
自
由
が
増
す
反
面
、
美
し
い
街
並
み
が
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ

う
い
っ
た
こ
と
は
（
価
値
多
元
主
義
者
で
な
く
て
も
（
誰
も
が
認
識
で
き
る
。
し
か
し
価
値
多
元
主
義
者
は
、
こ
う
い
っ
た
事
態
を
価

値
の
構
造
か
ら
内
在
的
に
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
と
捉
え
る
点
で
、
一
元
主
義
者
と
一
線
を
画
す
。
一
元
主
義
の
立
場
に
よ
れ
ば
、

諸
価
値
が
衝
突
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

の
は
、
私
た
ち
の
知
恵
が
不
充
分
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
全
て
の
価
値
を
実
現
す
る
状
況

が
整
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
諸
価
値
は
原
則
と
し
て

0

0

0

0

0

調
和
す
る
と
い
う
の
が
、
一
元
主
義
者
の
立
場
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
多

元
主
義
者
に
よ
れ
ば
、
諸
価
値
の
衝
突
の
中
に
は
、
不
和
を
内
包
し
た
価
値
世
界
の
構
造
か
ら
不
可
避
的
に
生
じ
る
も
の
が
あ
る
。

重
病
患
者
の
例
に
戻
る
と
、
回
復
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
伝
え
れ
ば
幸
福
が
失
わ
れ
る
し
、
伝
え
な
け
れ
ば
知
識
が
失
わ
れ
、
い

ず
れ
に
せ
よ
喪
失
が
必
然
的
に

0

0

0

0

生
じ
る
。
価
値
世
界
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
実
在
論
的
な
立
場
を
取
る
多
元
主
義
者
と
し
て
、
ア

イ
ザ
ィ
ア
・
バ
ー
リ
ン
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
哲
学
的
な
議
論
が
政
治
理
論
に
含
意
を
持
つ
一
つ
の
理
由
は
、
価
値
多
元
主
義
に
よ
っ
て
善
の
構
想
の
多
元
主
義
を
裏

付
け
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
の
生
き
方
が
多
様
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
べ
き
な
の
は
、
ど
の
一
つ
の
生
き
方
も
価
値

全
て
を
体
現
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
美
的
創
造
性
を
追
求
す
る
芸
術
家
や
、
栄
光
を
求
め
る
政
治
家
の
中
に
は
、
近
親
者
の
幸
せ
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や
友
情
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
も
い
る
。
同
じ
論
理
は
、
人
間
の
生
の
集
合
的
単
位
で
あ
る
文
化
に
も
当
て
は
ま
る
。

つ
ま
り
、
ど
の
文
化
も
全
て
の
価
値
を
調
和
的
に
組
み
合
わ
せ
ら
れ
な
い
と
、
価
値
多
元
主
義
者
は
考
え
る
。
光
学
の
発
展
に
よ
り

虹
を
科
学
的
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
近
代
に
生
き
る
我
々
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
虹
を
畏
れ
て
詩
を
詠
む
こ
と
が
で

き
な
い（

1（
（

。
同
様
に
私
た
ち
は
、
都
市
の
光
の
下
に
生
き
る
こ
と
を
選
び
つ
つ
故
郷
の
温
も
り
を
求
め
た
り
、
女
性
の
社
会
進
出
を
喜

び
つ
つ
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
描
く
世
界
に
懐
古
趣
味
的
な
憧
れ
を
抱
い
た
り
し
て
し
ま
う
。
一
個
人
の
次
元
で
あ
れ
集
団

の
次
元
で
あ
れ
、
ど
の
一
つ
の
生
も
価
値
を
不
充
分
に
し
か
体
現
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
の
生
も
文
化
も
多
元
的
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

4
．
保
留
事
項

　

以
上
の
三
つ
―
―
善
の
構
想
の
多
元
主
義
、
集
団
の
多
元
主
義
、
価
値
の
多
元
主
義
―
―
が
、
現
代
政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主

義
の
主
要
概
念
で
あ
る
。
政
治
理
論
的
な
意
味
で
多
元
主
義
者
で
あ
る
と
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
以
上
に
強
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
留
保
を
つ
け
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
多
元
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
強
く
0

0

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
強
調
す
る
理
由
は
、
現
代
の
民
主
主
義
社
会

に
生
き
る
我
々
の
大
多
数
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
多
元
主
義
を
自
明
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
狭
義
の
政
治
的
多
元

主
義
を
考
え
て
み
よ
う
。
我
々
の
殆
ど
は
、
政
党
や
圧
力
団
体
の
存
在
に
疑
問
を
持
た
ず
、
結
社
の
自
由
へ
の
制
限
に
懐
疑
的
な
眼

を
向
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
我
々
の
殆
ど
が
多
元
主
義
者

0

0

0

0

0

だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
神
の
非
存
在
を
能
動
的

に
信
じ
る
者
の
み
が
無
神
論
者
と
呼
ば
れ
る
の
と
同
様
に
、
多
元
性
を
能
動
的
に
擁
護
す
る
者
の
み
が
多
元
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
の

だ
。
例
え
ば
ト
ル
ー
マ
ン
と
ダ
ー
ル
が
多
元
主
義
者
な
の
は
、
彼
ら
が
中
間
団
体
を
規
範
的
に
擁
護
し
た
り
、
中
間
団
体
を
媒
介
し

な
い
参
加
型
民
主
主
義
論
を
批
判
し
た
り
、
あ
る
い
は
中
間
団
体
の
活
動
が
健
全
な
民
主
主
義
の
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
と
粘
り
強
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く
実
証
し
た
り
す
る
た
め
で
あ
る（

11
（

。
言
い
換
え
る
と
、
彼
ら
が
政
治
的
多
元
主
義
に
強
く
0

0

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
多
元
主
義
者
は
上
記
三
つ
全
て
の
諸
概
念
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
、

善
の
構
想
の
多
元
主
義
を
不
変
の
歴
史
的
事
実
と
捉
え
、
そ
の
哲
学
的
基
礎
に
つ
い
て
は
敢
え
て
議
論
を
し
な
い
立
場
も
あ
り
う
る（

11
（

。

ま
た
ア
メ
リ
カ
政
治
科
学
の
伝
統
に
倣
い
、
中
間
団
体
が
政
府
の
意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
メ
カ
ニ
ズ
ム

0

0

0

0

0

に
焦
点
を
当
て
、
中
間

団
体
が
生
ま
れ
る
究
極
的
な
根
拠
に
つ
い
て
の
憶
測
は
避
け
る
立
場
も
あ
り
う
る（

11
（

。
さ
ら
に
バ
ー
リ
ン
の
よ
う
に
、
価
値
多
元
主
義

が
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
体
を
要
求
す
る
と
述
べ
つ
つ
、
そ
の
制
度
設
計
に
は
踏
み
入
ら
な
い
立
場
も
あ
り
う
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
上
記

三
つ
の
内
の
一
つ
の
意
味
で
多
元
主
義
者
だ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
別
の
意
味
で
も
多
元
主
義
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
実
際
に

ガ
ル
ス
ト
ン
を
例
外
と
し
て
、
殆
ど
の
多
元
主
義
者
は
、
全
て
の
多
元
主
義
概
念
を
明
示
的
に
は
擁
護
し
て
い
な
い（

11
（

。

　

最
後
の
留
保
は
、
多
元
主
義
の
概
念
が
政
治
理
論
の
文
脈
で
、
上
記
三
つ
の
意
味
以
外
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
稀
に
あ
る
点
で

あ
る
。
後
の
議
論
と
の
関
係
で
、
二
つ
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
国
際
的
な
次
元
で
、
国
境
な
き
世
界
の
諸
構
想
を
一
元
主
義

と
し
て
批
判
し
、
複
数
の
国
家
や
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を
肯
定
す
る
思
想
を
多
元
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
が
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
主
権
国
家
は
単
一
で
は
存
在
で
き
ず
、
常
に
敵
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
例
え
ば
日
本
と

い
う
国
家
の
存
在
は
、
中
国
、
米
国
と
い
っ
た
（
本
当
の
で
あ
れ
、
想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
（「
敵
国
」
の
存
在
を
前
提
し
て
い
る
。

こ
の
意
味
で
「
政
治
世
界
は
単
一
体
（U

niversum

（
で
は
な
く
多
元
体
（Pluriversum

（」
な
の
だ（

11
（

。
こ
こ
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
批

判
の
的
は
、
敵
対
性
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
世
界
秩
序
構
想
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
普
遍
的
人
間
性
の
概
念
で
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
性
の
概
念
は
自
由
主
義
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
押
し
付
け
る
た
め
の
道
具
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
、

人
道
的
介
入
論
を
「
人
道
的
帝
国
主
義
」
と
し
て
批
判
す
る
今
日
の
言
説
の
重
要
な
起
原
が
あ
る
の
は
、
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
を
多
元
主
義
の
思
想
と
呼
ぶ
の
は
稀
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
、
自
説
を
述
べ
る
に
あ
た
り
多
元
主

義
の
概
念
を
触
れ
る
程
度
に
し
か
議
論
し
て
い
な
い
し（

11
（

、
さ
ら
に
今
日
の
「
人
道
的
帝
国
主
義
」
の
批
判
者
た
ち
も
、
概
ね
主
権
の
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平
等
の
原
則
と
い
っ
た
別
概
念
を
使
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る（

11
（

。
こ
う
い
っ
た
思
想
に
多
元
主
義
概
念
を
当
て
は
め
て
も
有
意
味

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
、
自
己
の
構
成
要
素
の
多
元
性
を
描
写
・
肯
定
す
る
際
に
、
多
元
主
義
の
概
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で

批
判
対
象
と
な
る
一
元
主
義
と
は
、
個
人
を
常
に
既
に
理
性
的
な
主
体
と
す
る
「
デ
カ
ル
ト
的
」
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
反
デ

カ
ル
ト
主
義
者
た
ち
は
、
人
は
行
為
の
過
程
で
内
な
る
諸
要
素
が
（
一
時
的
に
（
統
合
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
じ
め
て
主
体
に
な
る
の

だ
と
考
え
る
。
主
体
が
行
為
を
遂
行
す
る

0

0

0

0

の
で
は
な
く
、
行
為
が
主
体
を
形
成
す
る

0

0

0

0

の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
」
主

体
構
想
を
踏
襲
し
た
議
論
と
し
て
、
闘
技
的
民
主
主
義
論
が
特
筆
に
値
す
る
だ
ろ
う（

11
（

。
次
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
系
米
国
人
女
性
の
例
を

取
り
、
そ
の
主
張
を
素
描
し
て
お
こ
う
。
彼
女
は
月
曜
日
に
女
性
の
権
利
を
求
め
る
活
動
に
参
加
し
、
火
曜
日
に
は
反
人
種
差
別
を

進
め
る
活
動
に
参
加
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
女
は
月
曜
日
に
は
（
人
種
を
問
わ
ず
男
性
が
享
受
す
る
（「
男
性
の
特
権
」
を
外
部
と

す
る
女
性
と
し
て
主
体
化
さ
れ
る
の
に
対
し
、
火
曜
日
に
は
（
男
女
問
わ
ず
白
人
が
享
受
す
る
（「
白
人
の
特
権
」
を
外
部
と
す
る
非

白
人
と
し
て
主
体
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
政
治
的
対
立
と
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
の
主
体
形
成
・
分
散
・
再
形

成
が
連
動
す
る
力
学
を
理
論
化
す
る
限
り
で
、
闘
技
的
民
主
主
義
は
、
自
己
構
成
要
素
の
多
元
性
の
肯
定
を
内
包
し
て
い
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、
後
者
の
み
を
摘
出
し
て
そ
れ
を
多
元
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
ま
た
闘
技
的
民
主
主
義
と
多
元
主
義
の
区
別

を
見
失
う
べ
き
で
も
な
い
。
例
え
ば
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
が
闘
技
的
民
主
主
義
者
で
あ
り
か
つ
0

0

多
元
主
義
者
で
も
あ
る
の
は
、
彼
女

の
著
作
に
闘
技
性
の
擁
護
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
種
類
の
多
元
主
義
―
―
特
に
政
治
的
集
団
の
多
元
主
義
―
―
へ
の
強
い
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
が
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る（

1（
（

。

　

本
節
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主
義
の
主
な
概
念
は
、
善
の
構
想
の
多
元
主
義
、
集
団
の
多
元
主
義
、

価
値
の
多
元
主
義
の
三
つ
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
「
多
元
主
義
」
や
自
己
の
構
成
要
素
の
「
多
元
主
義
」
と
い
っ

た
瑣
末
な
諸
概
念
も
あ
る
が
、
あ
る
政
治
理
論
家
が
多
元
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
上
記
三
つ
の
主
概
念
の
う
ち
の
一
つ
以
上
に
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強
く
コ
ミ
ッ
ト
し
た
場
合
の
み
で
あ
る
。

四
．
ア
ー
レ
ン
ト
の
多
元
主
義
？

　

政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主
義
の
諸
概
念
が
整
理
で
き
た
と
こ
ろ
で
、「
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
は
多
元
主
義
の
思
想
か
？
」

と
い
う
問
い
に
移
り
た
い
。
答
え
と
し
て
提
示
す
る
主
張
は
、
三
つ
で
あ
る
。（
Ａ
（
彼
女
の
政
治
思
想
は
多
元
主
義
の
思
想
と
は

呼
び
難
い
。（
Ｂ
（
そ
れ
は
一
元
主
義
の
思
想
で
あ
る
。（
Ｃ
（
さ
ら
に
こ
の
一
元
主
義
こ
そ
が
、
彼
女
の
多
元
性
の
擁
護
を
基
礎
付

け
て
い
る
。
本
節
で
（
Ａ
（
を
、
続
く
二
節
で
（
Ｂ
（
と
（
Ｃ
（
を
論
証
す
る
。

1
．
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
「
多
元
主
義
」

　

ア
ー
レ
ン
ト
を
多
元
主
義
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
先
行
研
究
の
存
在
に
鑑
み
、
ま
ず
は
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
多
元
主
義
者

た
り
う
る
か
、
そ
の
可
能
性

0

0

0

を
吟
味
し
よ
う
。
第
一
に
、
彼
女
が
国
際
的
な
次
元
で
の
「
多
元
主
義
」
を
肯
定
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
が
な
い
。『
全
体
主
義
の
起
原
』
を
は
じ
め
と
す
る
初
期
著
作
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
理
論
を
逆
さ
に
す
る
形
で
、
彼
女
は

「
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
多
元
性
」
な
い
し
「
人
民
の
多
元
性
」
を
擁
護
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
リ
ベ
ラ
ル
な
世
界
秩
序
構

想
に
悪
し
き
一
元
性
を
見
出
し
、
主
権
の
原
則
に
基
づ
く
国
家
の
多
元
性
を
擁
護
し
た
の
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
全
体
主
義
の
世

界
支
配
構
想
に
悪
し
き
一
元
性
を
見
出
し
、「
権
利
を
持
つ
権
利
」
を
原
則
と
し
た
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
多
元
性
を
擁
護
し
て
い
る
。
全

体
主
義
が
、
世
界
中
の
万
民
を
「
一
つ
の

0

0

0

権
威
、
一
つ
の

0

0

0

生
活
様
式
、
一
つ
の

0

0

0

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
対

し
、
彼
女
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
各
々
に
政
治
体
を
作
り
生
活
す
る
世
界
を
擁
護
す
る（

11
（

。「
自
国
の
市
民
で
あ
る
よ
う
に
、

世
界
の
市
民
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い（

11
（

」。
そ
れ
ゆ
え
国
境
あ
る
世
界
を
肯
定
し
た
上
で
、
全
て
の
人
が
「
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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へ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
」
を
人
権
と
し
て
保
持
し
、
翻
っ
て
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
各
々
の
メ
ン
バ
ー
の
基
本
的
諸
権
利
を
守
る
世
界

秩
序
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
構
想
す
る
の
だ（

11
（

。

　

こ
の
側
面
を
強
調
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
を
（
国
際
的
な
次
元
で
の
（
多
元
主
義
思
想
と
呼
ぶ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
既
に
分
析
し
た
と
お
り
、
多
元
主
義
概
念
を
こ
の
意
味
で
用
い
る
の
は
慣
習
的
で
も
な
け
れ
ば
、
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
役
立
つ
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
国
際
関
係
が
彼
女
に
と
っ
て
二
次
的
な
関
心
事
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
も
思
い
出
し
て
お
こ

う
（
11
（

。
た
と
え
彼
女
の
世
界
秩
序
構
想
が
多
元
主
義
的
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
彼
女
の
政
治
理
論
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
多
元
主
義

の
思
想
と
す
る
充
分
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2
．
自
己
の
構
成
要
素
の
「
多
元
主
義
」

　

次
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
闘
技
的
民
主
主
義
論
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
し
、
自
己
の
構
成
要
素
の
多
元
性
の
肯
定
を
そ
こ
に
見

出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
こ
の
解
釈
に
は
三
つ
の
根
拠
が
あ
る
。
一
つ
は
主
に
『
精
神
の
生
活
』
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
上
記

「
デ
カ
ル
ト
的
主
体
」
を
批
判
す
る
と
取
れ
な
く
も
な
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
だ
。
同
書
で
彼
女
は
、
人
間
の
精
神
を
思
考
、

意
志
、
判
断
の
三
能
力
に
分
け
、
思
考
を
自
己
内
対
話
0

0

だ
と
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
考
え
る
と
き
、「
…
…
と
言
う
と

き
、
あ
な
た
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
？
」
と
文
字
通
り
自
問
自
答
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
厳
密
に
は
、
他
者
と
交
わ
り
な
が

ら
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
他
者
と
交
流
す
る
た
め
に
は
、
自
己
内
対
話
を
停
止
し
て
自
ら
を
他
者
に
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。「
外
の
世
界
が
思
考
す
る
者
を
侵
犯
し
、
思
考
の
過
程
を
遮
る
と
き
、『
一
者
の
中
の
二
者
』
は
再
び
一

者
と
な
る
」
の
で
あ
る（

11
（

。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
析
が
思
考
の
現
象
学
と
し
て
説
得
力
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
が
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
本
稿
の
目
的
上
重
要
な
の
は
、
こ
の
分
析
に
、
分
裂
し
た
自
己
が
他
者
と
の
交
流
を
通
じ
て
統
合
さ
れ
る
と
い
う
、

自
己
構
成
要
素
の
多
元
性
を
示
唆
す
る
と
取
れ
る
考
え
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
。
こ
の
側
面
を
強
調
す
る
ボ
ニ
ー
・
ホ
ー
ニ
ッ
グ
の
解
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釈
に
よ
れ
ば
、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
、
多
数
性
（m

ultiplicity

（
と
し
て
の
自
己
と
い
う
見
解
に
与
し
て
い
る（

11
（

」。

　

さ
ら
に
ホ
ー
ニ
ッ
グ
ら
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
の
概
念
に
注
目
す
る
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う

「
活
動
」
と
は
、「
仕
事
」
や
「
労
働
」
と
は
区
別
さ
れ
る
、
優
れ
て
政
治
的
な
人
間
の
行
い
で
あ
る
。
活
動
す
る
こ
と
と
は
、
家
庭

の
よ
う
な
私
的
領
域
を
離
れ
、
他
の
人
々
が
（
市
民
と
し
て
（
集
う
公
的
空
間
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
、
共
通
善
を
求
め
て
熟
議
を
し
、

私
た
ち
が
共
に
生
き
る
世
界
を
維
持
・
改
善
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
に
携
わ
る
こ
と
で
、
人
は
他
者
の
あ
い
だ
で

生
き
る
喜
び
を
知
り
、
か
つ
自
ら
の
潜
在
性
を
発
揮
し
自
己
を
開
示
す
る
。
こ
の
過
程
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

獲
得
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
政
治
活
動
を
通
じ
て
「
人
々
は
自
ら
が
何
者
で
あ
る
か
を
示
し
、
独
自
の
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
能
動
的
に
明
か
し
、
そ
う
し
て
世
界
に
現
れ
る
」
の
だ（

11
（

。
こ
の
考
え
に
、
前
段
落
で
論
じ
た
分
裂
し
た
自
己
の
議
論
を
組
み

併
せ
る
と
、
プ
ロ
ト
闘
技
主
義
者
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
像
の
骨
組
み
が
出
来
上
が
る
。
分
裂
し
た
「
ア
ー
レ
ン
ト
的
自
己
」
は
他

者
と
の
交
わ
り
に
お
い
て
統
合
さ
れ
、
さ
ら
に
政
治
活
動
に
お
い
て
十
全
な
開
示
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
骨
組
み
に
肉
付
け
を
与
え
る
の
が
、
政
治
の
本
性
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、

彼
女
自
身
が
実
際
に
闘
技
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
を
公
的
領
域
の
理
念
型
と

し
て
し
ば
し
ば
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
文
脈
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ポ
リ
ス
は
…
…
激
し
い
闘
技
的
精
神
に
満
ち
て
お
り
、

あ
ら
ゆ
る
人
が
絶
え
ず
他
者
に
抜
き
ん
出
よ
う
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
独
自
の
行
為
な
い
し
達
成
を
通
じ
て
、
自
分
が
皆
の
中
で
最
も

優
れ
て
い
る
と
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

11
（

」。
彼
女
が
こ
の
よ
う
な
政
治
の
「
元
来
の
姿
」
を
描
こ
う
と
し
た
理
由
の
一
つ
は
、

投
票
以
外
の
政
治
の
あ
り
方
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
近
代
人
に
、
政
治
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
る
か
を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
で

あ
る
。
現
代
の
闘
技
的
民
主
主
義
者
は
こ
れ
を
応
用
し
、
理
性
的
な
熟
議
に
基
づ
く
合
意
形
成
を
目
指
す
政
治
の
構
想
を
批
判
す
る
。

つ
ま
り
、
争
い
を
「
理
に
適
わ
な
い
」（
‘unreasonable

’（
と
し
て
政
治
の
領
域
か
ら
排
除
す
る
熟
議
的
民
主
主
義
論
に
、
政
治
に

内
在
す
る
闘
技
性
を
強
調
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
対
置
す
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
う
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
は
刺
激
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
の
著
作
の
説
明
と
し
て
は
一
面
的
と
の
誹
り
を
免
れ
な

い
だ
ろ
う
。
そ
の
最
も
重
要
な
理
由
は
、
解
釈
者
た
ち
が
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
の
理
性
主
義
的
側
面
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
方
で
ホ
ー
ニ
ッ
グ
ら
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
に
は
、
人
間
の
本
質
的
な
創
造
性
、
政
治
の
闘
技
性
、

ま
た
政
治
活
動
の
自
己
開
示
機
能
と
い
っ
た
議
論
が
確
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し
他
方
で
、
彼
女
の
著
作
に
は
、
政
治
に
お
け
る
熟

慮
・
説
得
・
妥
協
の
大
切
さ
や
、
政
治
活
動
を
支
え
る
制
度
に
つ
い
て
の
か
な
り
具
体
的
な
議
論
も
あ
る
。
実
際
に
研
究
史
的
に
言

え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
か
つ
て
ハ
ー
バ
マ
ス
と
の
親
近
性
が
強
調
さ
れ
、
熟
議
的
民
主
主
義
論
の
先
駆
け
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た（

11
（

。
と
こ
ろ
が
そ
の
反
動
も
あ
り
、
一
九
九
〇
年
頃
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
脱
熟
議
化

0

0

0

0

す
る
解
釈
が
徐
々
に
現
れ
る
。
そ
し
て

一
九
九
五
年
に
ハ
ー
バ
マ
ス
と
ロ
ー
ル
ズ
が
リ
ベ
ラ
ル
左
派
協
定
を
結
ん
だ
後
、
彼
女
を
熟
議
的
民
主
主
義
陣
営
か
ら
引
き
離
す
解

釈
運
動
が
加
速
す
る
。
そ
の
文
脈
で
、
彼
女
の
著
作
を
闘
技
的
民
主
主
義
論
の
奔
り
と
読
み
替
え
た
上
で
、
ロ
ー
ル
ズ
＝
ハ
ー
バ
マ

ス
に
よ
る
「
政
治
の
転
移
」
を
批
判
す
る
解
釈
が
登
場
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ホ
ー
ニ
ッ
グ
ら
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
は
、
忠
実
な
読

解
と
い
う
よ
り
は
創
造
的
再
構
成
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（

1（
（

。

　

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
プ
ロ
ト
闘
技
主
義
者
と
見
な
す
の
は
、
や
や
強
引
な
解
釈
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
誤
り
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
に
ア
ー
レ
ン
ト
を
多
元
主
義
者
と
呼
ぶ
の
は
問
題

含
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
前
節
で
見
た
と
お
り
、
自
己
の
構
成
要
素
の
多
元
性
の
記
述
・
肯
定
を
多
元
主
義
と
呼
ぶ
の
は
慣
習
的

で
な
い
し
、
ま
た
こ
の
意
味
で
の
「
多
元
主
義
」
と
闘
技
的
民
主
主
義
と
の
区
別
を
見
失
う
べ
き
で
も
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
も

我
々
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
を
多
元
主
義
の
思
想
と
呼
ぶ
の
を
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

3
．
政
治
的
多
元
主
義

　

最
後
に
、『
革
命
に
つ
い
て
』
を
始
め
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
中
後
期
作
に
、
狭
義
の
政
治
的
多
元
主
義
を
見
る
こ
と
も
不
可
能
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で
は
な
い
。
同
書
で
は
十
八
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
か
ら
二
つ
の
対
照
的
な
革
命
モ
デ
ル
が
抽
象
化
さ
れ
、
後
者
に
よ

り
肯
定
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
家
た
ち
が
惨
め
な
者
へ
の
同
情
か
ら
「
パ
ン

を
求
め
る
叫
び
」
を
上
げ
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
の
革
命
家
た
ち
は
公
的
な
幸
福
の
体
験
か
ら
公
共
事
に
つ
い
て
の
熟
慮
を
重
ね

た
（
11
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
革
命
と
い
う
政
治
的

0

0

0

手
段
が
貧
困
と
い
う
社
会
的

0

0

0

問
題
の
解
決
に
濫
用
さ
れ
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で

は
同
手
段
が
自
由
な
政
治
体
の
創
出
と
い
う
政
治
的

0

0

0

目
標
の
た
め
に
（
適
切
に
（
使
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
、
暴
力

→
旧
体
制
の
崩
壊
→
混
沌
→
新
た
な
独
裁
制
の
誕
生
と
い
う
お
馴
染
み
の
パ
タ
ー
ン
に
陥
っ
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
旧
体
制

が
成
功
裡
に
新
秩
序
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
分
析
を
、
事
実
を
歪
曲
し
た
も
の
と
し
て
歴
史
学
的
に
批
判
す

る
こ
と
は
で
き
る（

11
（

。
し
か
し
『
革
命
に
つ
い
て
』
は
あ
く
ま
で
も
政
治
理
論
の
書
で
あ
り
、「
フ
ラ
ン
ス
」
と
「
ア
メ
リ
カ
」
が
、

対
照
的
な
理
念
の
具
現
化
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
は
、
第
一
義
的
に
は
ル
ソ
ー
の
政
治
理
論
批
判
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
彼
女
は
、
当
時
慣
習
的
だ
っ
た
見
解
に
従
い
、
ル
ソ
ー
の
理
論
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
実
践
の
あ
い
だ
に
大
き
な
乖
離
を

見
な
い
か
ら
だ
。
彼
女
の
ル
ソ
ー
批
判
は
多
岐
に
渡
る
が
、
本
稿
の
文
脈
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
社
会
契
約
論
』
第
二
巻
の
「
部

分
社
会
」
な
い
し
「
部
分
結
社
」
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
よ
る
と
、
充
分
な
情
報
を
も
っ
た
市
民
が
各
々
に
（
他
者

に
影
響
さ
れ
ず
（
熟
慮
す
る
と
、
国
家
の
共
通
利
益
と
各
市
民
の
善
が
一
致
す
る
一
般
意
志
が
、
総
体
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
し

か
し
市
民
は
、
自
ら
が
所
属
す
る
集
団
（
部
分
社
会
（
の
特
殊
利
益
を
求
め
、
国
家
全
体
の
共
通
利
益
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
。
こ

の
事
態
が
深
刻
化
す
る
と
、
一
つ
の
集
団
が
他
を
凌
駕
し
、
政
治
体
が
一
つ
の
特
殊
な
意
見
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問

題
へ
の
解
決
策
と
し
て
、
ル
ソ
ー
は
二
つ
の
可
能
性
に
触
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
国
家
内
に
部
分
社
会
が
な
い
よ
う
に
す
る
」
こ
と

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
部
分
社
会
が
不
平
等
に
な
ら
な
い
よ
う
、
で
き
る
だ
け
そ
の
数
を
多
く
す
る
」
こ
と
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
二
案

の
ど
ち
ら
を
ル
ソ
ー
が
優
先
し
た
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
の
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
前
者
を
ル
ソ
ー
の
立
場
と
し
た
上
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で
、
彼
の
思
想
に
結
社
の
自
由
を
排
す
政
治
的
一
元
主
義
を
見
出
す
。
ル
ソ
ー
は
「
人
民
と
政
府
の
あ
い
だ
の
差
異
を
含
む
、
あ
ら

ゆ
る
差
異
と
区
別
の
消
去
…
…
を
要
求
し
た
」
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ロ
ベ
ス
ビ
エ
ー
ル
に
よ
る
結
社
の
弾
圧
と

ル
ソ
ー
の
理
論
の
あ
い
だ
に
矛
盾
は
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
ル
ソ
ー
の
政
治
的
一
元
主
義
は
、
一
九
七
三
―
七
四
年
の
恐
怖
政
治
へ

の
路
を
拓
き
、
二
十
世
紀
の
全
体
主
義
に
先
鞭
を
つ
け
る
こ
と
と
な
る
の
だ（

11
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
執
筆
の
『
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
第
十
篇
を
紹
介
し
つ
つ
、
彼
の

「
党
派
へ
の
肯
定
的
な
語
調
」
に
注
目
を
促
し
て
い
る（

11
（

。
も
ち
ろ
ん
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
敵
対
す
る
党
派
間
の
争
い
が
公
共
善
を
脅
か

す
こ
と
が
あ
る
と
し
、「
党
派
的
精
神
」
の
害
悪
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
利
害
や
情
念
を
共
有
す
る
者
同
士
が
団
結
す
る

の
は
自
然
だ
と
も
述
べ
、
党
派
の
「
要
因
」
を
取
り
除
く
よ
り
も
、
そ
の
「
効
果
を
制
御
す
る
」
こ
と
を
提
言
す
る
。
具
体
的
に
は
、

政
治
体
の
規
模
を
拡
大
し
代
表
制
を
採
る
こ
と
で
、
一
つ
の
党
派
が
過
度
に
伸
張
す
る
リ
ス
ク
を
抑
え
つ
つ
、
優
れ
た
代
表
者
の
選

出
を
通
じ
て
統
治
の
質
を
上
げ
る
こ
と
を
提
案
す
る（

11
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
考
え
に
高
い
評
価
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
マ
デ
ィ
ソ
ン

の
党
派
擁
護
は
、
彼
の
「
人
間
理
性
の
本
質
へ
の
洞
察
」
に
根
差
し
て
い
る
か
ら
だ（

11
（

。
党
派
は
人
間
の
意
見
の
多
様
性
を
反
映
し
、

翻
っ
て
意
見
の
多
様
性
は
、
人
間
の
理
性
の
本
質
的
な
過
謬
性
に
由
来
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
革
命
の
担
い
手
た
ち
は
、
人

間
本
性
に
つ
い
て
の
現
実
主
義
に
基
づ
き
、
結
社
の
自
由
を
認
め
る
政
治
体
を
構
想
し
た
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
分
析
す
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
に
光
を
当
て
、
彼
女
の
思
想
に
結
社
主
義
的
な
政
治
的
多
元
主
義
を
見
出
す
試
み
に
は
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
伝
統
と
彼
女
の
思
想
と
の
あ
い
だ
に
は
、
重
要
な
断
絶
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
、
ダ
ー
ル
を
筆
頭
と
す
る
同

時
代
の
多
元
主
義
的
民
主
主
義
論
を
、
彼
女
が
一
顧
だ
に
し
な
か
っ
た
点
に
改
め
て
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
こ
の
事
実
は
、

「
科
学
と
し
て
の
政
治
学
」
と
い
う
理
想
に
彼
女
が
冷
淡
だ
っ
た
こ
と
以
上
の
何
か
を
含
意
す
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
一
方
で
ダ
ー
ル

ら
は
、
民
主
主
義
を
機
能
的
に

0

0

0

0

理
解
し
て
い
る
。
経
済
学
で
、
ミ
ク
ロ
な
次
元
で
の
生
産
者
と
消
費
者
の
自
由
な
競
争
行
動
が
マ
ク

ロ
な
次
元
で
の
最
適
な
市
場
均
衡
に
至
る
と
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
政
治
的
多
元
主
義
論
で
は
、
市
民
社
会
で
の
個
人
と
集
団
の
意
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見
表
明
と
利
益
追
求
が
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
最
適
な
民
主
的
意
思
決
定
に
至
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
の

経
済
学
的
な
モ
デ
ル
と
袂
を
分
か
ち
、
利
益
と
意
見
を
峻
別
し
、
前
者
を
集
団
に
、
後
者
を
個
人
に
属
す
る
も
の
と
し
、
政
治
を
意

見
の
領
域
と
厳
密
に
特
徴
付
け
る（

11
（

。
政
治
の
本
性
は
、
利
益
の
追
求
を
中
心
と
し
た
経
済
活
動
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
定
め
ら
れ
た
場
所
（
舞
台
＝
公
的
領
域
（
で
各
々
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
、
演
劇
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
な
の
だ（

1（
（

。
こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
政
治
的
意
思
決
定
過
程
に
私
的
利
害
の
追
求
を
織
り
込
む
、
ア
メ
リ
カ
政
治
的
多

元
主
義
論
の
中
心
的
考
え
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
彼
女
が
、
政
治
的
多
元
主
義
論
の
基
本
的
な
諸
制
度
に
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。
例
え
ば
、
投
票
を
通
じ

た
市
民
の
間
接
的

0

0

0

政
治
参
加
に
つ
い
て
、
彼
女
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
私
た
ち
が
票
を
投
じ
る
ブ
ー
ス
は
間
違
い
な
く
小
さ
過
ぎ

る
。
と
い
う
の
も
、
ブ
ー
ス
に
は
一
人
分
の
空
間
し
か
な
い
か
ら
だ（

11
（

」。
ア
ー
レ
ン
ト
は
単
純
な
直
接
民
主
主
義
者
で
は
な
い
が
、

ダ
ー
ル
ら
が
擁
護
す
る
代
議
制
に
は
大
い
に
懐
疑
的
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
彼
女
が
政
治
的
一
元
主
義
者
だ
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、
彼
女
の
思
想
の
結
社
主
義
的
要
素
が
、
政
治
的
多
元
主
義
の
伝
統
の
外0

に
あ
る
、

独
自
の
理
論
的
基
盤
に
基
づ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
人
々
が
様
々
な
結
社
を
作
る
第
一
の
理
由
は
、
そ
れ

が
市
民
の
多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
生
活
様
式
を
反
映
す
る
こ
と
で
も
、
結
社
の
役
割
が
健
全
な
民
主
主
義
の
機
能
に
不
可
欠

だ
か
ら
で
も
な
く
、
人
と
い
う
存
在
者
が
政
治
活
動
に
携
わ
る
能
力
と
性
向
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
備
え
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。

彼
女
の
結
社
主
義
の
基
盤
は
政
治
的
に
実
存
化
さ
れ
た
個
人
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
こ
の
一
点
で
彼
女
は
政
治
的
多
元
主
義
た
ち
と
決
定
的

に
袂
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。

　

本
節
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
（
ⅰ
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
多
元
主
義
、（
ⅱ
（
自
己
の
構
成
要
素
の
多
元
主

義
、（
ⅲ
（
結
社
主
義
的
な
政
治
的
多
元
主
義
の
諸
要
素
を
見
出
す
こ
と
は
確
か
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
、

彼
女
を
多
元
主
義
者
と
呼
ぶ
の
は
難
し
い
。
ま
ず
（
ⅰ
（
と
（
ⅱ
（
は
、
政
治
理
論
に
お
け
る
多
元
主
義
諸
概
念
の
な
か
で
中
心
的
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な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
彼
女
の
著
作
に
（
ⅱ
（
を
見
る
の
は
や
や
強
引
な
解
釈
に
基
づ
い
て
お
り
、
さ
ら
に
彼
女
の
思
想
と

（
ⅲ
（
の
伝
統
の
あ
い
だ
に
は
重
要
な
断
絶
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
女
の
思
想
を
多
元
主
義
と
呼
ぶ
根
拠
は
、
全
て
不
充
分
な
も

の
だ
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

五
．
ア
ー
レ
ン
ト
の
一
元
主
義

　

続
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
現
代
政
治
理
論
の
主
潮
流
に
反
し
、
道
徳
的
な
一
元
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

1
．
政
治
的
生

　

ま
ず
道
徳
的
に
多
元
主
義
的
な
政
治
理
論
の
代
表
作
と
言
え
る
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
政
治
的
自
由
主
義
』
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
同

書
に
よ
る
と
、
近
代
の
民
主
的
な
社
会
で
は
、
一
つ
の
生
き
方
が
唯
一
の
善
き
生
と
し
て
合
意
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
予
見

さ
れ
る
未
来
に
お
い
て
、
社
会
は
こ
れ
か
ら
も
多
様
な
「
宗
教
的
、
哲
学
的
、
そ
し
て
道
徳
的
教
義
」
に
よ
っ
て
深
く
分
断
さ
れ
続

け
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
由
で
平
等
な
市
民
が
ど
の
よ
う
に
「
安
定
し
正

義
に
適
っ
た
社
会
」
を
築
け
る
か
と
い
う
問
い
に
、
政
治
理
論
家
は
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い（

11
（

。
二
〇
〇
三
年
のPolitical 

T
heory

三
十
周
年
記
念
号
で
、
同
誌
編
集
長
だ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
の
問
い
か
け
を
先

見
的
な
も
の
と
賞
賛
し
て
い
る
。「
多
元
主
義
の
事
実
」
と
い
う
「
動
か
し
よ
う
の
な
い
歴
史
的
現
実
」
に
目
を
背
け
る
こ
と
は
怠

惰
で
あ
り
、
た
と
え
ロ
ー
ル
ズ
の
個
別
の
議
論
に
異
を
唱
え
る
に
し
て
も
、
政
治
理
論
研
究
は
彼
が
示
し
た
方
向
へ
と
歩
み
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
ホ
ワ
イ
ト
は
述
べ
る
の
で
あ
る（

11
（

。
近
年
の
研
究
動
向
を
見
る
限
り
、
ホ
ワ
イ
ト
の
望
み
は
概
ね
叶
え
ら
れ
て

き
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
動
向
を
背
景
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
善
の
構
想
に
つ
い
て
の
立
場
が
、
根
本
的
に
「
前
ロ
ー
ル
ズ

的
」
な
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
程
度
の
価
値
を
持
つ
生
き
方
が
複
数
あ
る
こ
と
を
、
彼
女
は
往
々
に
し
て
認
め
な
い
の
だ（

11
（

。

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
人
間
で
あ
る
こ
と
と
自
由
で
あ
る
こ
と
は
一
つ
で
あ
り
同
じ
」
で
あ
り
、
翻
っ
て
「
自
由
で
あ
る
こ
と

と
活
動
す
る
こ
と
は
同
じ
」
で
あ
る（

11
（

。
人
間
的
生
と
は
活
動
的
生
な
の
だ
。
こ
こ
で
彼
女
が
、
人
間
と
い
う
概
念
を
規
範
的
に
用
い

て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
つ
ま
り
誰
か
が
「
人
間
で
あ
る
」
と
は
、
そ
の
人
が
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
種
に
属
し
て
い
る
こ

と
で
は
な
く
、「
人
間
ら
し
く
」
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。
こ
う
し
た
規
範
的
な
用
語
法
は
、
日
常
言
語
か
ら
逸
脱
し
た
も

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
「
非
人
間
的
な
労
働
条
件
」
と
言
う
と
き
、「
人
間
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
人
と
し
て
し
か
る

べ
き
」
と
い
う
規
範
的
判
断
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
政
治
参
加
の
機
会
を
奪
わ
れ
た
生
は
非

人
間
的
な
生
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
機
会
を
持
ち
つ
つ
も
行
使
し
な
い
人
の
生
は
、
人
間
の
生
と
し
て
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
。

自
律
の
価
値
を
重
視
し
、
諸
個
人
が
何
を
善
と
し
て
選
ぶ
か
に
つ
い
て
の
道
徳
判
断
を
可
能
な
限
り
避
け
る
の
が
、
ロ
ー
ル
ズ
＝
ホ

ワ
イ
ト
的
な
現
代
政
治
理
論
の
良
識
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
価
値
あ
る
生
に
つ
い
て
の
判
断
抜
き
に
政
治
を
理
論

化
で
き
る
と
い
う
前
提
を
共
用
せ
ず
、
む
し
ろ
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
が
規
範
的
な
意
味
で
人
間
的
な
生
を
送
れ
る
政
治
体
を
構
想

す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
善
き
生
に
つ
い
て
の
一
元
主
義
的
な
考
え
は
、
あ
る
目
的
論
的
な
人
間
の
構
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
基
底
に
あ

る
の
は
、
新
た
に
何
か
を
始
め
る
潜
在
性
を
持
つ
存
在
者
（natal
（
と
し
て
の
人
間
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

人
間
を
動
物
か
ら
隔
て
る
二
つ
の
種
差
的
差
異
に
注
目
す
る
。
一
つ
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
う
ち
で
人
間
の
み
が
、
自
然
の

循
環
を
遮
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
予
め
定
め
ら
れ
た
自
然
の
法
則
に
徹
頭
徹
尾
従
う
動
物
の
生
と
は
異
な
り
、
人
間
は
動
物

界
の
因
果
性
か
ら
自
由
に
な
り
、
自
発
的
に
新
た
な
こ
と
を
始
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
人
間
は
、
他
の
動
物
に
は
な
い
個
性
を
持
っ
て

い
る
。
動
物
の
個
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
一
表
出
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
個
々
の
人
間
は
「
独
自
で
、
取
り
替
え
不
可
能
で
、
繰
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り
返
し
不
可
能
な
事
物
」
で
あ
る（

11
（

。

　

二
十
世
紀
後
半
以
降
の
遺
伝
学
や
進
化
生
物
学
な
ど
の
発
展
を
知
る
我
々
に
と
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
解
は
、
人
間
と
動
物
の
差

を
誇
張
す
る
も
の
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
人
間
の
独
自
性
に
内
在
的
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
も
、
議

論
が
近
年
盛
ん
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
彼
女
の
人
間
性
擁
護
は
単
な
る
偏
見
で
は
な
く
、
人
間
を
強
制
収
容
所
で
「
パ
ブ
ロ
フ
の
犬
」
に

還
元
し
、
人
間
か
ら
人
間
的
な
も
の
を
奪
お
う
と
し
た
全
体
主
義
的
実
験
の
徹
底
し
た
批
判
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
べ

き
で
は
な
い（

11
（

。
彼
女
は
こ
の
観
察
を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
読
み
替
え
に
接
続
し
、「
始
め
る
こ
と
」
に
「
人
間
の

至
高
の
能
力
」
を
見
出
し
た
の
で
あ
る（

11
（

。
生
＝
始
ま
り
（natality

（
の
概
念
の
議
論
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
が（

1（
（

、
ア
ー
レ
ン
ト
の

人
間
性
擁
護
を
「
時
代
遅
れ
」
と
一
蹴
す
る
誘
惑
の
陳
腐
さ
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
彼
女
に
よ
る
と
、
各
々
の

0

0

0

人
間
は
唯

一
無
二
の
存
在
者
で
あ
り
、
か
つ
全
て
の

0

0

0

人
間
は
新
た
に
何
か
を
始
め
る
潜
在
性
を
等
し
く
備
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
人
間
の
潜
在
性
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
政
治
の
領
域
に
お
い
て
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
主
張
す
る
。
政
治
活

動
に
携
わ
る
こ
と
で
人
は
自
己
を
開
示
し
、
己
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
り
、
規
範
的
な
意
味
で
の
人
間
性
を
充
た
し
、
善
き
生
を
生

き
る
。
こ
こ
で
「
潜
在
性
の
実
現
」
が
、
熱
を
加
え
る
と
冷
水
が
水
蒸
気
に
変
化
す
る
と
い
っ
た
機
械
論
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、

（
あ
る
一
定
の
条
件
が
整
う
と
（
卓
越
性
を
目
指
し
て
種
が
花
に
育
つ
と
い
う
目
的
論
的
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
点
に
注
目
し
よ
う（

11
（

。

政
治
参
加
か
ら
身
を
引
い
た
ま
ま
生
涯
を
終
え
る
人
間
と
は
、
花
開
く
前
に
枯
れ
る
植
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
目
的

論
に
関
す
る
人
間
と
植
物
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
は
次
の
よ
う
な
限
界
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
植
物
界
で
は
ど
の
よ
う
な
種
か
ら
ど
の
よ

う
な
花
が
咲
く
か
が
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
政
治
の
領
域
に
そ
の
よ
う
な
宿
命
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
動
植
物
界

の
因
果
性
に
囚
わ
れ
ず
、
発
話
と
行
為
を
通
じ
て
予
見
で
き
な
い
か
た
ち
で
世
界
を
変
え
ら
れ
る
点
に
こ
そ
、
人
間
の
自
由
の
固
有

性
と
政
治
の
種
別
性
が
あ
る
。
人
間
は
こ
の
意
味
で
政
治
的
動
物
で
あ
り
、
真
に
人
間
的
な
生
と
は
、
政
治
的
生
以
外
の
何
も
の
で

も
あ
り
え
な
い
。
善
き
生
の
数
は
多
で
は
な
く
、
一
つ
な
の
だ
。
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さ
て
、
善
の
構
想
の
多
元
主
義
を
暗
黙
の
了
解
と
す
る
現
代
政
治
理
論
の
議
論
に
慣
れ
た
我
々
に
と
り
、
こ
う
し
た
一
元
主
義
的

な
政
治
的
生
の
擁
護
は
狭
隘
な
も
の
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ト
の
一
元
主
義
擁
護
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の

重
要
な
留
保
が
あ
る
。
第
一
に
彼
女
は
、
政
治
的
生
を
国
家
が
個
人
に
強
要
す
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
私
的
領
域

へ
の
政
治
の
侵
犯
は
暴
政
の
証
で
あ
り
、
公
私
の
境
界
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
、
全
体
国
家
（stato 

totalitario

（
や
全
体
主
義
（totalitarism

o

（
と
い
っ
た
概
念
が
、
も
と
も
と
は
国
家
が
国
民
を
公
私
に
渡
り
包
括
的
に
「
指
導
」
す

る
考
え
と
し
て
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
や
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
と
い
っ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
よ
り
肯
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
思
い
出
そ
う（

11
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
で
は
、
自
由
主
義
者
が
擁
護
す
る
「
政
治
か
ら
の
自
由
」
は
不
充
分
な
自
由
概
念
だ

が
、
他
方
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
例
示
す
る
よ
う
に
、「
政
治
か
ら
の
自
由
」
な
き
「
政
治
へ
の
自
由
」
は
単
な
る
不
自
由
で
し
か
な
い
。

善
き
生
は
国
家
が
個
人
に
強
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
各
個
人
が
自
発
的
に
選
び
と
る
も
の
な
の
だ
。

　

第
二
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
全
て
の
人
が
政
治
的
生
を
選
ぶ
と
は
考
え
て
い
な
い
。「
公
的
自
由
へ
の
嗜
好
を
持
ち
、
公
的
自
由
な

し
で
は
『
幸
せ
』
に
な
れ
な
い
」
人
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
少
数
で
し
か
な
い
。
こ
の
現
実
を
否
定
し
、
全
て
の
人
が

政
治
的
生
を
欲
す
る
べ
き
0

0

だ
と
主
張
す
る
の
は
空
疎
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
少
数
者
に
「
公
共
領
域
で
し
か
る
べ
き
場
を

保
証
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
良
き
政
府
の
役
割
で
あ
り
、
秩
序
あ
る
共
和
国
の
証
」
な
の
だ（

11
（

。
こ
の
よ
う
な
譲
歩
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の

リ
ベ
ラ
ル
な
一
面
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
の
よ
う
な
共
和
主
義
者
と
は
異
な
り
、
彼
女
は
全
て
の

0

0

0

市

民
が
公
的
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
求
め
な
い
か
ら
だ（

11
（

。
し
か
し
自
由
主
義
者
と
彼
女
の
違
い
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
者
は
、

政
治
的
生
を
選
ば
な
い
人
た
ち
で
も
、
他
の
善
の
構
想
に
基
づ
き
別
の
仕
方
で
善
き
生
を
送
れ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
ア
ー
レ

ン
ト
は
、
政
治
的
生
を
選
ば
な
い
多
数
者
は
善
き
生
を
送
れ
な
い
と
考
え
る
。
自
由
な
共
和
国
に
生
き
る
諸
個
人
は
皆
、
善
く
生
き

る
権
利
を
等
し
く
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
権
利
を
一
切
行
使
し
な
い
者
は
、
潜
在
性
を
内
に
秘
め
た
ま
ま
、
人
間
ら
し
く
生
き

る
こ
と
の
喜
び
を
知
ら
ず
に
生
涯
を
終
え
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
活
動
的
生
と
観
照
的
生
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
迷
い
が
あ
る
点
を
指
摘
し
た
い
。
哲
学
の
伝
統
で
は
概
ね
、

身
体
と
精
神
を
分
け
た
上
で
、
身
体
の
行
い
よ
り
も
精
神
の
行
い
に
高
い
価
値
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
彼
女
は
こ
の
区
別
を
一
旦
は

受
け
入
れ
、
前
者
を
主
に
『
人
間
の
条
件
』
で
、
後
者
を
主
に
『
精
神
の
生
活
』
で
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
精
神
の
身

体
に
対
す
る
優
位
と
い
う
序
列
付
け

0

0

0

0

に
は
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
迷
い
が
見
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ

ま
り
一
方
で
、
伝
統
的
な
序
列
付
け
を
逆
さ
に

0

0

0

し
、
彼
女
は
活
動
的
生
の
観
照
的
生
に
対
す
る
優
位
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
、
活
動
的
生
と
観
照
的
生
の
違
い
0

0

を
強
調
し
、
両
者
を
共
に
価
値
あ
る
生
と
認
め
、
序
列
付
け
を
拒
否
す
る
こ
と
も

あ
る
。
こ
の
傾
向
が
晩
年
に
強
ま
る
こ
と
に
注
目
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
（
活
動
的
と
観
照
的
と
い
う
（
二
つ
の
生
の
あ
り
方
を
等
し

く
認
め
る
二
元
主
義
に
至
っ
た
と
す
る
解
釈
は
、
そ
れ
な
り
に
説
得
力
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
女
の
著
作
を
総
覧
し
た
場
合
、

政
治
的
生
が
一
元
主
義
的
に
擁
護
さ
れ
る
顕
著
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
難
し
い
。
例
え
ば
彼
女
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
発
話
も
活
動
も
な
い
生
は
…
…
人
間
の
生
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
も
は
や
人
々
の
あ
い
だ
で
生
き

ら
れ
て
い
な
い
か
ら
だ（

11
（

」。
あ
る
程
度
の
迷
い
を
覚
え
つ
つ
も
、
彼
女
は
基
本
的
に
は
政
治
的
生
を
一
元
主
義
的
に
擁
護
す
る
の
で

あ
る
。

2
．
補
足
事
項
：
価
値
多
元
主
義
に
つ
い
て

　

以
上
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ト
の
一
元
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
多
元
性
の
擁
護
に
繋
が
る
回
路
を
次
節
で
は
解
明
し
た
い
。

そ
の
前
に
こ
こ
で
、
彼
女
が
価
値
多
元
主
義
に
つ
い
て
多
く
の
言
葉
を
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
三
節
で
論
じ

た
と
お
り
、
複
数
の
諸
価
値
の
衝
突
が
不
可
避
か
否
か
を
巡
る
対
立
は
、
価
値
の
実
在
論
を
前
提
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
自
由
と
平

等
が
究
極
的
に
両
立
す
る
か
と
い
う
問
い
に
取
り
組
む
た
め
の
論
理
的
前
提
と
し
て
、
価
値
多
元
主
義
者
も
価
値
一
元
主
義
者
も
共0

に0

、
自
由
と
平
等
と
い
う
価
値
の
客
観
的
実
在
を
認
め
る
の
だ
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
そ
の
よ
う
な
実
在
論
的
立
場
を
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取
っ
た
と
信
じ
る
証
拠
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
『
精
神
の
生
活
』
の
有
名
な
一
節
で
、
彼
女
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
次
の
こ
と

を
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
試
み
て
き
た
人
た
ち
の
一
味
に
、
私
は
明
ら
か
に
加
わ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
で
の
始
ま
り
か
ら

今
日
に
至
る
ま
で
知
ら
れ
て
き
た
形
而
上
学
な
ら
び
に
哲
学
と
、
そ
の
全
て
の
範
疇
を
取
り
壊
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る（

11
（

」。
も
ち

ろ
ん
こ
の
言
葉
は
様
々
な
解
釈
に
開
か
れ
て
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ど
の
「
一
味
」
に
加
わ
っ
た
か
を
特
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
（
11
（

。
し
か
し
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、
彼
女
が
価
値
実
在
論
を
明
示
的
に
擁
護
し
た
こ
と
も
、
価
値
一
元
主
義
／
多
元
主
義
の
論
争

に
明
確
な
意
見
表
明
を
し
た
こ
と
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
に
つ
い
て
の
憶
測
は
避
け
、
論
を
進
め
る
こ
と
と
し

た
い
。

六
．
一
元
主
義
か
ら
多
元
性
へ

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ス
マ
ン
が
述
べ
る
と
お
り
、「
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
最
大
の
価
値
を
持
つ
多
元
性
は
、
公
的
・
政
治
的
領

域
に
見
出
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る（

11
（

。
本
節
で
は
こ
の
領
域
に
お
け
る
多
元
性
の
諸
概
念
を
整
理
し
、
そ
の
肯
定
が
政
治
的
生
の
一
元

主
義
的
擁
護
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

1
．
平
等
、
区
別
、
自
由

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
多
元
性
概
念
の
最
も
根
本
的
な
意
味
は
、『
人
間
の
条
件
』
の
次
の
一
節
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
多
元
性
は
人
間

の
活
動
の
条
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
私
た
ち
は
皆
、
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
平
等
、
即
ち
［
等
し
く
］
人
間
で
あ
る
か
ら
だ
。
つ

ま
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
生
き
る
ど
の
他
者
と
も
、
誰
一
人
と
し
て
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
あ
る（

11
（

」。
平
易

な
言
葉
に
言
い
換
え
る
と
、
多
元
性
に
は
二
つ
の
本
質
的
な
要
素
が
あ
る
。
一
つ
は
平
等
で
あ
る
。
活
動
を
通
じ
て
新
た
に
何
か
を
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始
め
る
潜
在
性
を
等
し
く
備
え
て
い
る
点
で
、
全
て
の
人
は
平
等
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
区
別
（distinction

（
で
あ
る
。
個
々
の

人
間
が
唯
一
の
存
在
者
で
あ
り
、
ま
た
活
動
が
各
個
人
に
与
え
ら
れ
た
独
自
の
潜
在
性
の
実
現
で
あ
る
限
り
、「
新
た
に
何
か
を
始

め
る
能
力
」
を
ど
の
よ
う
に
行
使
す
る
か
が
一
人
一
人
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
区
別
」
と
い
う
言
葉
が
、
差
異
と
卓
越
の

両
方
を
意
味
す
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う（

1（
（

。
政
治
活
動
に
携
わ
る
者
は
、
世
界
の
維
持
・
改
善
に
独
自
の
貢
献
を
し
つ
つ
（
他
者
と
の

差
異
と
し
て
の
「
区
別
」（、
自
ら
の
最
良
の
面
を
開
示
す
る
（
卓
越
と
し
て
の
「
区
別
」（。
ア
ー
レ
ン
ト
の
多
元
性
の
最
も
根
本
的
な

意
味
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
唯
一
の
諸
存
在
者
の
逆
説
的
な
多
元
性
」
で
あ
る（

11
（

。

　

彼
女
の
主
張
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
た
め
に
、
前
節
で
論
じ
た
植
物
と
人
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
戻
ろ
う
。
庭
仕
事
を
す
る
と
き
、

私
た
ち
は
庭
全
体
の
形
や
色
彩
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
種
を
撒
く
だ
ろ
う
。
東
側
に
赤
や
黄
の
花
を
咲
か
せ
、
南
側
に
は
背
の
高
い

木
を
植
え
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
際
、
手
に
し
た
種
か
ら
何
の
木
が
育
ち
、
花
が
咲
き
、
実
が
成
る
か
を
予
め

知
っ
て
い
る
。
例
え
ば
樫
の
種
子
の
潜
在
性
の
実
現
は
樫
の
実
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
構
想
す
る
人

間
と
は
、
自
己
実
現
を
達
成
し
て
初
め
て
、
己
が
誰
で
あ
っ
た
か
を
遡
及
的
に

0

0

0

0

知
る
存
在
者
で
あ
る
。
個
人
の
観
点
か
ら
す
る
と
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
政
治
活
動
の
「
報
い
」
な
の
だ（

11
（

。
他
方
で
世
界
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
政
治
的
生
を
選
び
生
き
る
人
々
が
数

多
く
い
る
こ
と
で
、
公
共
善
が
増
進
す
る
。
庭
が
色
と
り
ど
り
の
花
で
美
し
く
彩
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
界
は
満
ち
足
り
た
生
を
生
き

る
人
々
の
言
葉
と
行
為
で
よ
り
善
き
も
の
と
な
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
議
論
は
あ
ま
り
に
も
空
想
的
で
「
大
陸
的
」
な
も
の
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
じ
点
を
、

分
析
哲
学
者
に
馴
染
み
あ
る
言
語
で
記
述
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
自
由
の
言
語
で
あ
る（

11
（

。
現
代
自
由
主
義
の
主
流
を
成
す
消
極
的
自

由
の
概
念
に
よ
る
と
、
自
由
な
人
間
と
は
多
く
の
選
択
肢
を
持
ち
、
他
者
に
干
渉
さ
れ
ず
、
自
分
で
し
た
い
こ
と
を
選
び
遂
行
す
る

者
で
あ
る
。
バ
ー
リ
ン
の
比
喩
を
使
え
ば
、
多
く
の
「
開
か
れ
た
扉
」
を
前
に
し
た
者
で
あ
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
、
行
為
を
始
め
る
前
の
0

0

選
択
肢
の
多
さ
が
自
由
に
と
っ
て
中
心
的
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
消
極
的
自
由
論
で
は
、
多
元
性
が
行
為
に
先
行
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
え
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る
。
他
方
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
自
由
を
「
活
動
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
状
態
」
と
特
徴
付
け
て
い
る（

11
（

。
彼
女
が
描
く
自
由
な
人
間

と
は
、
多
く
の
開
か
れ
た
扉
の
前
に
立
つ
者
で
は
な
く
、
数
あ
る
扉
の
う
ち
か
ら
政
治
へ
の
0

0

扉
を
（
正
し
く
（
選
び
、
公
共
善
へ
の

貢
献
を
通
じ
て
自
己
開
示
を
遂
げ
る
者
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
の
区
別
を
借
り
れ
ば
、
自
由
は
「
機
会
概
念
」
で
は
な

く
「
行
使
概
念
」
で
あ
り
、
自
由
が
根
本
的
な
意
味
で
行
使
さ
れ
る
の
は
政
治
活
動
に
お
い
て
な
の
だ（

11
（

。
公
的
領
域
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
い
う
選
択
を
し
た
後
に
0

0

、
諸
個
人
が
自
由
を
行
使
し
、
各
々
の
潜
在
性
を
実
現
す
る
こ
と
で
多
元
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の

意
味
で
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
お
い
て
は
、
行
為
が
多
元
性
に
先
行
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
え
る
。

　

政
治
的
生
の
客
観
的
な
道
徳
的
優
位
を
認
め
な
い
消
極
的
自
由
論
者
か
ら
見
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
は
、
善
の
構
想
の
多
元

主
義
を
否
定
す
る
息
苦
し
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
彼
女
の
側
か
ら
す
る
と
、
政
治
的
生
か
ら
身
を
引
い
て
価
値
の
低
い

選
択
肢
の
い
ず
れ
か
を
（
消
極
的
な
意
味
で
（「
自
由
に
」
選
ぶ
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
は
、
偽
り
の
選
択
を
本
物
と
思
い
込
む
堕
落
し
た

存
在
者
と
映
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ベ
ラ
ル
な
個
人
の
「
自
由
」
は
、
同
じ
メ
ー
カ
ー
が
作
っ
た
多
種
多
様
な
石
鹸
の
う
ち
で
、
ど
れ
を

買
お
う
か
と
頭
を
悩
ま
す
消
費
者
の
「
自
由
」
と
大
差
が
な
い
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
、
も
し
我
々
が
人
間
の
条
件
を
直
視
し
、

人
間
が
政
治
的
動
物
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
人
間
の
多
元
性
の
擁
護
は
「
多
元
主
義
の
事
実
」
の
追
認
0

0

で
は
な
く
、
政
治
的
生

の
一
元
主
義
的
擁
護
を
要
請
す
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
平
等
と
差
異
と
し
て
の
多
元
性
に
貫
か
れ
た
世
界

と
は
、
多
く
の
人
が
政
治
的
生
を
選
び
、
個
性
を
充
分
に
開
花
さ
せ
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を
取
り
戻
し
た
世
界
だ
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
多
元
性
を
恢
復
す
る
た
め
に
は
、
バ
ー
リ
ン
と
ロ
ー
ル
ズ
を
超
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。2

．
多
元
性
と
公
的
領
域

　

公
的
領
域
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
選
ん
だ
者
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
意
味
で
多
元
性
と
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。
一
つ
は
他
者
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と
の
協
働
・
連
帯
と
し
て
の
多
元
性
で
あ
る
。
政
治
の
領
域
が
多
元
性
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
、
独
り
に
よ
る
活
動
が
無
力
で
あ
り
、

政
治
が
本
性
か
ら
し
て
、
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
共
に
行
動
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
意
見
を
同
じ
く
す
る
人
々
が

結
社
や
組
織
を
作
り
、
共
有
さ
れ
た
政
治
的
目
標
に
向
け
て
協
力
し
合
う
と
き
、
こ
の
意
味
で
の
多
元
性
が
発
現
す
る
。
第
四
節
で

触
れ
た
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
既
存
の
代
議
制
で
は
こ
の
理
想
が
充
分
に
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
政
党

を
は
じ
め
現
存
す
る
政
治
結
社
の
殆
ど
は
、
公
事
に
つ
い
て
の
意
見
0

0

の
合
意
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
的
利
害
0

0

の
一
致
を
基
盤
と
す

る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
人
々
が
意
見
を
基
に
協
力
し
あ
う
政
治
の
あ
り
方
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
評
議
会
制
度
」
と
し
て
理
論

化
し
、
そ
の
要
求
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。

「
私
た
ち
は
参
加
し
た
い
。
討
議
し
た
い
。
自
分
た
ち
の
声
を
公
に
聞
い
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
国
の
政
治
の
進
路
を
決

め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
た
い
。
…
…
も
し
私
た
ち
の
う
ち
の
十
人
が
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
着
席
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
意
見
を
述
べ
、
他

者
の
意
見
を
聞
け
ば
、
様
々
な
意
見
の
交
換
を
通
じ
て
意
見
の
合
理
的
形
成
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
次
の
よ
り
高
次
の
評
議
会
に
自
分

た
ち
の
見
解
を
表
明
す
る
の
に
、
十
人
の
う
ち
で
誰
が
一
番
適
し
て
い
る
か
も
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
そ
こ
［
高
次
の
評

議
会
］
で
は
、
他
の
見
解
の
影
響
を
通
じ
て
私
た
ち
の
見
解
が
明
晰
化
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
た
り
、
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
り
す
る
で

あ
ろ
う（

11
（

」。

　

多
数
の
草
の
根
の
評
議
会
で
の
合
意
が
そ
れ
ぞ
れ
高
次
の
評
議
会
に
代
表
さ
れ
、
そ
こ
で
の
議
論
が
さ
ら
に
高
次
の
評
議
会
に
代

表
さ
れ
…
…
と
い
う
連
鎖
か
ら
出
来
上
が
る
共
和
国
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
理
想
と
す
る
政
治
体
の
姿
で
あ
る
。
政
治
的
動
物
た
ち
は

そ
こ
で
、
各
々
の
潜
在
性
を
実
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
評
議
会
と
い
う
組
織
で
協
働
す
る
こ
と
を
通
じ
、
他
者
と
共
に
生
き
る
喜
び

を
知
る
の
で
あ
る
。
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ア
ー
レ
ン
ト
は
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
理
想
の
政
治
が
現
時
点
で
実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
「
殆
ど
な
い
」
こ
と
を
認
め
て
い
る（

11
（

。

し
か
し
他
方
で
、
上
記
の
よ
う
な
評
議
会
が
自
生
的
に
発
生
し
、
そ
れ
が
討
議
と
統
治
の
場
所
と
し
て
機
能
し
た
事
例
が
歴
史
上
い

く
つ
も
あ
る
と
、
彼
女
は
主
張
す
る
。
例
え
ば
一
八
四
八
年
二
月
革
命
、
一
八
七
一
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
、
一
九
〇
五
年
の
ロ

シ
ア
革
命
と
一
九
一
七
年
の
二
月
革
命
、
一
九
一
八
―
一
九
一
九
年
ド
イ
ツ
の
十
一
月
革
命
、
一
九
六
五
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
で

あ
る（

1（
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
諸
革
命
は
、
持
続
可
能
な
政
治
体
の
確
立
に
は
至
ら
ず
、
旧
体
制
に
よ
る
部
分
的
譲
歩
の
域
を
出
な
い

か
、
暴
力
的
に
制
圧
さ
れ
る
か
、
革
命
勢
力
そ
の
も
の
の
独
裁
化
に
終
わ
る
か
の
末
路
を
辿
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
革
命
、

暴
動
、
騒
乱
の
最
中
に
繰
り
返
し
現
れ
る
実
践
こ
そ
が
、
多
元
性
が
十
全
に
肯
定
さ
れ
た
政
治
の
あ
り
方
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
主
張

す
る
。
翻
っ
て
彼
女
に
よ
れ
ば
、
評
議
会
と
い
う
実
践
が
自
発
的
に
幾
度
も
現
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
そ
の
よ
う
な
政
治

が
人
間
の
条
件
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

公
的
・
政
治
的
領
域
の
多
元
性
の
最
後
の
意
味
は
、
政
治
活
動
に
携
わ
る
者
た
ち
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
見
聞
き
す
る
人
々
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
政
治
の
核
心
に
討
議
が
あ
る
以
上
、
行
為
者
に
目
を
向
け
発
話
者
に
耳
を
傾
け
る
「
観
察
者
」
た
ち
が
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
が
政
治
た
る
た
め
に
は
、
多
く
の
人
々
が
公
事
に
関
心
を
持
ち
、
各
々
の
観
点
か
ら
行
為
・
発
話
を
判
断
し
、

お
互
い
の
意
見
を
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
型
的
に
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
そ
の
読
者
が
い
な
け
れ
ば
、
政
治
は
成
り
立

た
な
い
。
こ
こ
で
再
び
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
政
治
を
演
劇
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
第
四
節
で
論
じ

た
と
お
り
、
政
治
が
演
劇
の
よ
う
で
あ
る
理
由
の
一
つ
は
、
活
動
す
る
者
＝
役
者
（
ア
ク
タ
ー
（
が
定
め
ら
れ
た
場
所
（
舞
台
＝
公

的
領
域
（
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
が
演
劇
の
よ
う
で
あ
る
重
要
な
理
由
が
も
う
一
つ
存
在
す

る
。
つ
ま
り
政
治
も
演
劇
も
、
聴
衆
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
だ
。
劇
を
観
終
わ
っ
た
後
、
我
々
は
「
独
白
が
良
か
っ
た
」、「
あ
の

役
者
が
今
ひ
と
つ
だ
っ
た
」
な
ど
と
意
見
を
言
い
合
う
だ
ろ
う
。
ま
た
新
聞
や
雑
誌
で
論
評
を
読
み
、
そ
れ
に
賛
同
し
た
り
、
そ
れ

を
批
判
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
公
的
領
域
に
お
け
る
活
動
と
発
話
は
、
市
民
た
ち
に
よ
る
「
開
か
れ
た
議
論
と
公
的
討



（0

法学研究 91 巻 10 号（2018：10）

議
」
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

11
（

。

　

こ
こ
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
的
観
察
者
の
議
論
が
、
世
論
と
い
う
問
題
へ
の
応
答
と
し
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
よ

う
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
案
じ
た
と
お
り
、
近
代
の
平
等
主
義
的
な
社
会
で
は
、
不
人
気
な
意
見
を
持
つ
少
数
者
は
自
ら
の
意
見
を
表
す

こ
と
を
怖
れ
、
世
論
の
同
調
圧
力
に
屈
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
、
社
会
と
国
家
が
介
入
で
き
な
い
自
由
の
領
域
を
守
る

と
い
う
ミ
ル
の
解
決
策
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
場
か
ら
す
る
と
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ミ
ル
は
不

合
意
の
存
在
を
真
理
発
見
の
道
具
と
し
て
帰
結
主
義
的
に
擁
護
し
が
ち
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
不
合
意
を
政
治

に
本
質
的
な
も
の
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
内
在
的
に
擁
護
す
る
。
彼
女
に
よ
る
と
、「
全
て
の
平
等
な
者
が
同
じ
意
見
を
持
っ
て
い

た
た
め
に
意
見
交
換
が
余
分
と
な
っ
た
瞬
間
、［
公
的
］
領
域
は
単
に
消
え
去
っ
て
し
ま
う（

11
（

」。
合
意
は
政
治
の
終
焉
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
観
察
者
と
彼
ら
の
観
点
・
意
見
の
多
様
性
は
、
政
治
の
可
能
性
の
条
件
な
の
だ
。

　

本
節
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
人
が
公
的
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
政
治
活
動
に
携
わ
る
と
き
、
唯
一
の
存
在
者
の
差
異
・
卓
越
と

し
て
の
多
元
性
と
、
他
者
と
の
協
働
・
連
帯
と
し
て
の
多
元
性
が
共
に
顕
在
化
す
る
。
翻
っ
て
公
的
領
域
は
、
政
治
の
聴
衆
た
る
観

察
者
の
多
元
性
に
依
存
し
て
い
る
。（
バ
ー
リ
ン
の
比
喩
に
戻
れ
ば
（
こ
れ
ら
の
多
元
性
は
、
公
的
領
域
へ
の
0

0

扉
の
向
こ
う
に
し
か
存

在
し
な
い
。
根
源
的
な
多
元
性
の
擁
護
が
要
求
す
る
の
は
、
善
の
構
想
の
多
元
主
義
の
放
棄
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、（
一
（
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
を
多
元
主
義
の
思
想
と
す
る
根
拠
は
全
て
不
充
分
で
あ
る
こ
と
、（
二
（
政
治
的
な

生
の
み
が
規
範
的
な
意
味
で
人
間
的
な
善
き
生
だ
と
主
張
す
る
点
で
、
彼
女
は
道
徳
的
な
一
元
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
、

（
三
（
根
源
的
な
多
元
性
の
十
全
な
発
現
を
公
的
領
域
に
限
ら
れ
た
も
の
と
す
る
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
多
元
性
の
擁
護
は
政
治
的
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生
の
一
元
主
義
的
肯
定
を
要
求
す
る
こ
と
、
の
三
点
を
論
証
し
た
。
こ
の
解
釈
に
ど
れ
程
の
説
得
力
が
あ
る
か
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
研

究
者
が
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
の
政
治
理
論
に
そ
も
そ
も
懐
疑
的
な
読
者
は
、
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
と
は
別
次
元

の
疑
念
を
呈
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
政
治
的
動
物
と
し
て
の
人
間
」
と
い
っ
た
包
括
的
教
義
で
政
治
を
基
礎
付
け
る
試

み
は
、「
多
元
主
義
の
事
実
」
を
生
き
る
我
々
近
代
人
に
指
針
を
示
せ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
疑
念
に
、
経
験
科
学
的
な
反
論
を
加
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
近
代
」
と
「
前
近
代
」
の
区
別
を

疑
問
視
す
る
歴
史
学
的
証
拠
を
示
し
た
り
、「
多
元
主
義
の
事
実
」
に
関
す
る
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
観
察
が
誤
っ
て
い
た
と
社
会
学
的

な
デ
ー
タ
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
よ
り
根
本
的
で
、
ま
た
本
質
的
に
理
論
的
な
反
論
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ト
が
目
指
し
た
の
は
、
人
間
の
条
件
と
い
う
問
い
を
政
治
思
想
の
中
心
に
据
え
、
私
た
ち
の
現
存
の
存
在
様
式
の

彼
岸
を
指
し
示
す
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
彼
女
の
理
論
を
包
括
的
と
批
判
す
る
の
は
的
外
れ
で
し
か

な
い
。
と
い
う
の
も
彼
女
が
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
ロ
ー
ル
ズ
的
な
意
味
で
厳
密
に
非
現
実
的
な

0

0

0

0

0

ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。

哲
学
者
が
抽
象
的
理
念
を
掲
げ
て
政
治
的
可
能
性
を
抑
圧
す
る
知
的
伝
統
に
批
判
的
だ
っ
た
彼
女
は
、
理
想
の
政
治
体
の
青
写
真
を

描
く
こ
と
に
も
、「
社
会
の
基
本
構
造
」
を
構
成
す
べ
き
正
義
の
原
則
を
言
説
化
す
る
こ
と
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ

彼
女
は
具
体
的
な
政
治
実
践
に
触
れ
な
が
ら
、
政
治
的
動
物
と
し
て
満
ち
足
り
た
生
を
送
る
人
間
の
存
在
様
式
を
想
像
す
る

0

0

0

0

よ
う
、

我
々
に
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
哲
学
で
は
「
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
程
度
、
問
題
と
な
る
事
柄
を
決
定
す
る
」
と
い
う
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
洞

察
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う（

11
（

。
英
語
圏
に
一
世
代
遅
れ
て
我
が
国
で
も
流
行
中
の
分
析
的
政
治
哲
学
の
魅
力
の
一
つ
は
、
人
間

本
性
を
所
与
と
し
た
上
で
、
直
観
を
精
査
し
な
が
ら
、
我
々
に
与
え
ら
れ
た
地
平
線
の
内
で
よ
り
良
い
社
会
を
構
想
す
る
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
思
考
ス
タ
イ
ル
の
理
論
家
た
ち
は
、
明
晰
さ
を
追
求
す
る
傍
ら
、
現
存
の
存
在
様
式
を
根
源
的
に
問
題
化
す
る
類
の
思

想
を
「
政
治
哲
学
プ
ロ
パ
ー
」
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
暗
黙
裡
に
排
除
し
て
き
た（

11
（

。
こ
の
排
除
の
上
に
立
ち
、
彼
ら
が
上
げ
て
き
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た
一
定
の
成
果
を
我
々
は
正
当
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
現
代
の
覇
権
的
な
哲
学
ス
タ
イ
ル
で
は
捕
捉
で
き
な
い
政
治

的
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
ア
ー
レ
ン
ト
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
試
み
に
一
抹
の
真
理
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
我
々
は
次
の
問
い
へ
の
答
え
を
模
索
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
可
能
性
の
救
出
を
試
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
多

元
主
義
の
事
実
」
の
理
論
的
追
認
は
あ
ら
ゆ
る
類
の
多
元
性
を
肯
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？　

も
し
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し

た
追
認
が
排
除
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
多
元
性
な
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
し
て
、
今
こ
こ
に
生
き
る
私
た
ち
の
目
に
「
明
晰
」
と
映

る
言
語
で
規
範
を
構
築
す
る
哲
学
ス
タ
イ
ル
で
は
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
根
源
的
多
元
性
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
イ

ル
の
思
考
を
我
々
は
目
指
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

（
（
（　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
大
澤
津
、
川
上
洋
平
、
松
元
雅
和
の
各
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
。
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ

た
い
。
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’, paper presented at the （（th annual H
annah A

rendt Circle, 
Bard College, 3 （ M

arch （0（（; Leroy Cooper, 

‘Hannah A
rendt: M

onist or Pluralist w
ith Respect to the Good Life?

’, 
paper presented at the 9th annual H

annah A
rendt Circle conference, T

exas A
&

M
 U

niversity, （ 4 A
p ril （0（（. 

http://w
w

w
.thearendtcircle.com

を
参
照
。

（
（0
（　H

annah A
rendt, T

he O
rigins of T

otalitarianism
, 3rd ed. 

（N
ew

 Y
ork: H

arcourt Brace Jovanovich, （9（3

（, pp. 
4（0

―（9.

〔
大
久
保
和
郎
・
大
島
か
お
り
訳
『
全
体
主
義
の
起
原
3
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
、
二
六
八
―
三
二
四
頁
〕

（
（（
（　H

annah A
rendt, 

‘On H
annah A

rendt

’, in M
. A

. H
ill 

（ed.

（, H
annah A

rendt: T
he R

ecovery of the Public W
orld 

（N
ew

 Y
ork: St. M

artin

’s Press, （9（9

（, pp. 333

―34.

（
（（
（　R

ichard W
olin, L

abyrinths: E
xplorations in the C

ritical H
istory of Ideas 

（A
m

herst: U
niversity of 

M
assachusetts Press, （99（

（, p. （（（.

（
（3
（　A

rendt, O
rigins, pp. 4（9

―（（.

〔
邦
訳
：
三
一
一
―
三
一
五
頁
〕

（
（4
（　M

ichael Freeden, Ideologies and Political T
heory: A

 Conceptual A
pproach （O

xford: Clarendon Press, （99（

（.
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（
（（
（　

反
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
の
概
論
と
し
て
は
、Russell Jacoby, Picture Im

perfect: U
topian T

hought for an A
nti-U

topian 
A

ge （N
ew

 Y
ork: Colum

bia U
niversity Press, （00（

（.
（
（（
（　M

ichael Freeden, Ideology: A
 V

ery Short Introduction （O
xford: O

xford U
niversity Press, （003

（, p. （.
（
（（
（　

例
え
ば
、
共
同
体
主
義
に
つ
い
て
はS. D

. Jacobitti, 

‘Thinking about the Self

’, in Larry M
ay and Jerom

e K
ohn 

（eds.
（, H

annah A
rendt: T

w
enty Y

ears Later 

（Cam
bridge, M

A
: T

he M
IT

 Press, （99（

（, pp. （99

―（（9

を
、
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
はSeyla Benhabib, et al., A

nother Cosm
opolitanism

 

（O
xford: O

xford U
niversity Press, （00（

（ 

を
、

ま
た
市
民
的
共
和
主
義
に
つ
い
て
は Canovan, H

annah A
rendt, pp. （0（

―（ （

〔
邦
訳
：
二
六
〇
―
三
二
三
頁
〕
を
参
照
。

（
（（
（　

本
章
の
分
析
はK

ei H
iruta, M

aking Sense of Pluralism
 

（O
xford: D

.Phil T
hesis, U

niversity of O
xford, （0（（

（ 

に
基

づ
い
て
い
る
。

（
（9
（　

社
会
科
学
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
多
元
主
義
概
念
史
と
し
て
はGregor M

cLennan, Pluralism
 

（Buckingham
: O

pen U
niversity Press, （99（

（ 

を
参
照
。

（
（0
（　

概
論
と
し
てA

. J. Reck, 
‘An H

istorical Sketch of Pluralism

’, The M
onist V

ol. （ 3 N
o. 3  （（990

（, pp. 3（（

―（（.

（
（（
（　

方
法
論
的
一
元
主
義
の
擁
護
と
し
て
はK

arl R. Popper, T
he Poverty of H

istoricism
 

（London: Routledge and K
egan 

Paul, （9（（

（〔
久
野
収
・
市
井
三
郎
訳
『
歴
史
主
義
の
貧
困
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一
年
〕、M

ilton Friedm
an, E

ssays in 
Positive E

conom
ics 

（Chicago: T
he U

niversity of Chicago Press, （9（3

（, pp. 3 

―4 3

〔
佐
藤
隆
三
・
長
谷
川
啓
之
訳
『
実
証
的

経
済
学
の
方
法
と
展
開
』、
富
士
書
房
、
一
九
七
七
年
、
三
―
四
一
頁
〕。
な
お
、
ポ
パ
ー
と
フ
リ
ー
ド
マ
ン
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と

の
多
い
ハ
イ
エ
ク
が
、
方
法
論
的
に
は
反
一
元
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。F. A

. H
ayek, T

he Counter-R
evolution 

of Science 

（London: George A
llen &

 U
nw

in Ltd., （9（（

（.〔
佐
藤
茂
行
訳
『
科
学
に
よ
る
反
革
命
―
理
性
の
濫
用
』、
木
鐸
社
、

一
九
七
九
年
〕

（
（（
（　M
cLennan, Pluralism

, p. 9（.

（
（3
（　W

illiam
 E. Connolly, 

‘Pluralism

’, in D
avid M

iller, et al. （eds.
（, T

he Blackw
ell E

ncyclopaedia of Political T
hought 

（O
xford: Basil Blackw

ell, （9（（

（, p. 3（（.

（
（4
（　W

illiam
 A

. Galston, Liberal Pluralism
: T

he Im
plications of V

alue Pluralism
 for Political T

heory and Practice 
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（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, （00（

（, pp. （ 0

―（（.
（
（（
（　Jean-Jacques Rousseau, 

‘Lettre à d

’Alem
bert

’, Œ
uvres com

plètes, ed. Bernard Gagnebin et M
arcel Raym

ond, 
V

ol. V
 

（Paris: Gallim
ard, （99（

（, pp. （ 

―（（（.

〔
西
川
長
夫
訳
「
演
劇
に
関
す
る
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
氏
へ
の
手
紙
」、『
ル
ソ
ー
全
集　

第

八
巻
』、
白
水
社
、
一
九
七
九
年
、
九
―
一
七
九
頁
〕

（
（（
（　H

orace M
. K

allen, 

‘Dem
ocracy versus the M

elting Pot

’, The N
ation V

ol. （00 N
o. （（9（ （（9（（

（, pp. （（（

―（0.

（
（（
（　

政
治
理
論
家
に
よ
る
議
論
と
し
てBrian Barry, Culture and E

quality: A
n E

galitarian Critique of M
ulticulturalism

 

（Cam
bridge: Polity Press, （00（

（, pp. （ 9

―（（; Bhikhu Parekh, R
ethinking M

ulticulturalism
: Cultural D

iversity and 
Political T

heory 
（Basingstoke: Palgrave M

acm
illan, （00（

（, pp. （43

―49. 

多
元
主
義
と
多
文
化
主
義
の
関
係
は
本
稿
の
射
程
を

超
え
る
が
、
そ
の
連
続
性
と
断
続
性
に
は
多
角
的
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
佐
藤
正
志
・
ポ
ー
ル
・
ケ
リ
ー
編
『
多
元
主
義
と
多
文
化
主

義
の
間
―
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
思
想
研
究
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。

（
（（
（　

政
治
的
多
元
主
義
の
通
史
と
し
て
は
早
川
前
掲
。
イ
ギ
リ
ス
多
元
主
義
国
家
論
に
つ
い
て
はPaul Q

. H
irst, T

he Pluralist 
T

heory of the State: Selected W
ritings of G

.D
.H

. Cole, J.N
. Figgis and H

.J. Laski 

（London: Routledge, （9（9

（ 

が
、

ア
メ
リ
カ
の
多
元
主
義
論
に
つ
い
て
はJohn G. Gunnell, Im

agining the A
m

erican Polity: Political Science and the 
D

iscourse of D
em

ocracy （U
niversity Park, PA

: T
he Pennsylvania State U

niversity Press, （004

（〔
中
谷
義
和
訳
『
ア
メ

リ
カ
政
治
学
と
政
治
像
』、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
〕
が
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
に
ま
と
め
て
あ
る
。

（
（9
（　

価
値
一
元
主
義
の
擁
護
と
し
て
は
、Ronald D

w
orkin, Justice for H

edgehog 

（Cam
bridge, M

A
: H

arvard U
niversity 

Press, （0（（

（ 

が
特
筆
に
値
す
る
。

（
30
（　

多
元
主
義
の
哲
学
的
議
論
に
つ
い
て
はRuth Chang 
（ed.

（, Incom
m

ensurability, Incom
parability, and Practical 

R
eason 

（Cam
bridge, M

A
: H

arvard U
niversity Press, （99（

（. 
そ
の
政
治
理
論
へ
の
含
意
に
つ
い
て
はLassm

an

前
掲
、
濱
真

一
郎
『
バ
ー
リ
ン
の
自
由
論
―
多
元
論
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
八
年
。

（
3（
（　John K

eats, Lam
ia, Part （, （34

―3（, in T
he Poetical W

orks of John K
eats, ed. H

. W
. Garrod 

（London: Clarendon 
Press, （9（（

（, p. （（（.

〔
山
口
保
夫
訳
『
キ
ー
ツ
全
詩
集　

第
二
巻
』、
白
凰
社
、
一
九
七
四
年
、
五
二
頁
〕

（
3（
（　

例
え
ばRobert A

. D
ahl, A

fter the R
evolution?: A

uthority in a G
ood Society （N

ew
 H

aven: Y
ale U

niversity Press, 
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（9（0

（; D
avid T

rum
an, T

he G
overnm

ental Process （N
ew

 Y
ork: K

nopf, （9（（

（.

（
33
（　

こ
の
立
場
の
評
価
を
め
ぐ
る
特
に
優
れ
た
論
考
と
し
て
、Jan-W

erner M
üller, 

‘Raw
ls, H

istorian: Rem
arks on Political 

Liberalism

’s 

“Historicism

”’, Revue internationale de philosophie 3/（00（ （no （3（

（, pp. 3（（

―39.
（
34
（　

た
だ
し
、
ダ
ー
ル
と
リ
ン
ド
ブ
ロ
ー
ム
が
例
外
的
に
こ
の
よ
う
な
憶
測
を
明
示
的
に
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
、Robert A

. D
ahl 

and Charles E. Lindblom
, Politics, E

conom
ics and W

elfare 

（N
ew

 Jersey: T
ransaction Publishers, （993

（, p. （（0. 

こ

こ
に
垣
間
見
え
る
の
は
「
行
動
主
義
革
命
の
旗
手
」
で
は
な
く
、
米
国
の
人
民
主
義
の
伝
統
と
イ
ギ
リ
ス
の
多
元
主
義
的
国
家
論
を
総
合

し
た
政
治
哲
学
者
の
姿
で
あ
る
。

（
3（
（　

バ
ー
リ
ン
の
制
度
軽
視
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
が
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。Jerem

y W
aldron, 

‘Political 
Political T

heory: A
n Inaugural Lecture

’, Journal of Political Philosophy V
ol. （ （ N

o.（ （（0（3

（, pp. （ 

―（3.

（
3（
（　Galston, Liberal Pluralism

な
ら
び
にW
illiam

 A
. Galston, T

he Practice of Liberal Pluralism
 （Cam

bridge: Cam
bridge 

U
niversity Press, （00（

（.

（
3（
（　Carl Schm

itt, D
er Begriff des Politischen 

（Berlin: D
uncker &

 H
um

bolt, （99（

（, p. （4.

〔
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政

治
的
な
も
の
の
概
念
』、
未
來
社
、
一
九
七
〇
年
、
六
一
頁
〕

（
3（
（　

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ラ
ス
キ
ら
の
多
元
主
義
国
家
論
に
極
め
て
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。Ibid. pp. 40 

―

4（.

〔
邦
訳
：
三
八
―
四
七
頁
〕

（
39
（　

た
だ
し
例
外
も
あ
る
。
例
え
ば
、Jean L. Cohen, 

‘A Global State of Em
ergency or the Further Constitutionalization 

of International Law
: A

 Pluralist A
pproach

’, Constellations V
ol. （ （ N

o. 4  （（00（

（, pp. 4（（

―（4.

（
40
（　

代
表
作
と
し
てBonnie H

onig, Political T
heory and the D

isplacem
ent of Politics 

（Ithaca, N
Y

: Cornell U
niversity 

Press, （993

（; W
illiam

 E. Connolly, Pluralism
 

（D
urham

, N
C: D

uke U
niversity Press, （00（

（〔
杉
田
敦
・
鵜
飼
健
史
・
乙

部
延
剛
・
五
野
井
郁
男
訳
『
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
〕、Chantal M

ouffe, O
n the Political 

（London: 
Routledge, （00（

（〔
酒
井
隆
史
監
訳
『
政
治
的
な
も
の
に
つ
い
て
』、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八
年
〕
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
4（
（　

た
だ
し
ム
フ
は
様
々
な
多
元
主
義
を
漠
然
と
擁
護
す
る
傾
向
が
あ
り
、
厳
密
に
ど
の
意
味
で
彼
女
が
多
元
主
義
者
な
の
か
に
つ
い
て

は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
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（
4（
（　H

annah A
rendt, T

he Burden of O
ur T

im
e （London: Secker &

 W
arburg, （9（（

（, p. 4（9.
（
43
（　A

rendt, H
C, p. （（（.

〔
邦
訳
：
四
一
四
頁
〕

（
44
（　H

annah A
rendt, 

‘“The Rights of M
an

”: W
hat A

re T
hey?

’, M
odern R

eview
 V

ol. 3  N
o. （  

（（949

（, p. 34.

「
権
利
を
持

つ
権
利
」
と
し
て
の
一
つ
の
人
権
と
、
市
民
が
持
つ
べ
き
基
本
的
諸
権
利
の
区
別
に
つ
い
て
はChristoph M

enke, 

‘The 

“Aporias of 
H

um
an Rights

” and the 

“One H
um

an Right

”: Regarding the Coherence of H
annah A

rendt

’s A
rgum

ent

’, Social 
R

esearch V
ol. （ 4 N

o. 3  （（00（

（, pp. （39

―（（.

（
4（
（　

こ
の
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
の
国
際
関
係
論
へ
の
応
用
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ばPatricia 

O
w

ens, Betw
een W

ar and Politics: International R
elations and the T

hought of H
annah A

rendt 

（O
xford: O

xford 
U

niversity Press, （009
（.〔
中
本
義
彦
・
矢
野
久
美
子
訳
『
戦
争
と
政
治
の
間
―
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
国
際
関
係
思
想
』、
岩
波

書
店
、
二
〇
一
四
年
〕

（
4（
（　A

rendt, LM
T

, p. （（（.

〔
邦
訳
：
二
一
四
―
二
一
五
頁
〕

（
4（
（　Bonnie H

onig, 

‘Arendt, Identity, and D
ifference

’, Political T
heory V

ol. （（, N
o. （  （（9（（

（, p. （（.

（
4（
（　A

rendt, H
C, p. （（9.

〔
邦
訳
：
二
九
一
頁
〕

（
49
（　A

rendt, H
C, p. 4（.

〔
邦
訳
：
六
五
頁
〕

（
（0
（　

例
え
ばJürgen H

aberm
as, Philosophisch-politische Profile 

（Berlin: Suhrkam
p, （9（（

（, pp. （（3

― 4（

〔
小
牧
治
・
村
上

隆
夫
訳
『
哲
学
的
・
政
治
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

上
』、
未
來
社
、
一
九
八
四
年
、
三
一
七
―
三
五
一
頁
〕; Richard J. Bernstein, 

Philosophical Profiles: E
ssays in a Pragm

atic M
ode 

（Philadelphia: U
niversity of Pennsylvania Press, （9（（

（, pp. （（（

―3（.

（
（（
（　

ア
ー
レ
ン
ト
を
闘
技
主
義
者
と
読
み
替
え
る
解
釈
運
動
に
つ
い
て
は A

ndrew
 Schaap, 

‘Political T
heory and the A

gony of 
Politics

’, Political Studies R
eview

, V
ol. （, N

o. （  

（（00（

（, pp. （ （
―（4; M

onique D
eveaux, 

‘Agonism
 and Pluralism

’, 
Philosophy and Social Criticism

 V
ol. （ （ N

o. 4  （（999

（, pp. （ 

―（（.

（
（（
（　H

annah A
rendt, O

n R
evolution 

（London: Penguin Books, （9（3
（, p. 94.

〔
志
水
速
雄
訳
『
革
命
に
つ
い
て
』、
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
一
四
〇
頁
〕
以
下O

R

と
略
す
。
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（
（3
（　

例
え
ばEric J. H

obsbaw
m

, R
evolutionaries 

（N
ew

 Y
ork: Pantheon Books, （9（3

（, pp. （0（

―（.

〔
斉
藤
孝
・
木
畑
洋
一

訳
『
反
乱
と
革
命　

同
時
代
的
論
集　

Ⅱ
』、
未
來
社
、
一
九
七
九
年
、
六
七
―
七
八
頁
〕、
中
野
勝
郎
「『
革
命
に
つ
い
て
』
と
ア
メ
リ

カ
革
命
史
研
究
」、
川
崎
修
・
萩
原
能
久
・
出
岡
直
也
編
著
『
ア
ー
レ
ン
ト
と
二
〇
世
紀
の
経
験
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七

年
、
二
二
九
―
二
四
八
頁
、
な
ら
び
に
松
本
礼
二
「
ア
ー
レ
ン
ト
革
命
論
へ
の
疑
問
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
『
社
会
問
題
』
の
理
解
を
中
心

に
」、
同
書
、
二
四
九
―
二
七
〇
頁
。

（
（4
（　

以
上
、
ル
ソ
ー
の
議
論
はJean-Jacques Rousseau, 

‘Du contrat social

’, Œ
uvres com

plètes, ed. Bernard Gagnebin et 
M

arcel Raym
ond, V

ol. III 
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。
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史
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翼
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ソ
ン
か
ら
の
引
用
は
全
てA

lexander H
am

ilton, Jam
es M
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C, p. 9（.

〔
邦
訳
：
一
五
二
頁
〕

（
（（
（　

例
え
ばBernard W

illiam
s, Philosophy as a H

um
anistic D

iscipline （Princeton: Princeton U
niversity Press, （00（

（, 
pp. （3（
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れ
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。
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績
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