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一
　
は
じ
め
に

　
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
カ
ン
ト
の
永
遠
平
和
論
を
再
論
し
た
の
は
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
余
り
の
時
が

た
ち
、
彼
の
歓
待
論
も
倫
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
領
域
で
再
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
リ
ダ
の
議
論
自
体

が
極
め
て
錯
綜
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
政
治
理
論
、
政
治
思
想
に
お
け
る
評
価
は
い
ま
だ
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い

え
よ
う
。

　
本
稿
が
狙
い
と
す
る
の
は
、
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
を
と
り
わ
け
カ
ン
ト
と
の
内
的
な
連
関
に
着
目
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ

ダ
は
そ
の
歓
待
論
の
中
で
、
カ
ン
ト
歓
待
論
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
も
の
の
、
彼
の
方
針
は
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
近

し
い
も
の
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
る
カ
ン
ト
読
解
と
そ
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
の
意
味
を
吟
味
し
、
デ
リ
ダ
と
カ
ン
ト
と

の
距
離
を
正
確
に
測
る
こ
と
が
重
要
だ
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
、
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
が
持
つ
展
望
を
カ
ン
ト
が
描
い
た
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ニ
ズ
ム
の
未
来
に
資
す
る
仕
方
で
考
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

二
　
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
歓
待
論

㈠
　
カ
ン
ト
歓
待
論
の
基
本
図
式

―
「
訪
問
の
権
利
」
と
「
客
人
の
権
利
」

　
カ
ン
ト
は
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
一
七
九
五
年
）
の
中
で
「
世
界
市
民
法

0

0

0

0

0

は
、
普
遍
的
な
友
好

0

0

〔H
ospitalität

歓
待
〕
を
も
た
ら
す

諸
条
件
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
1
）い」

と
す
る
。『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
第
三
確
定
条
項
は
、
こ
の
よ
う
に
世
界
市
民
法
に
つ
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い
て
課
さ
れ
る
条
件
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
世
界
市
民
法
に
お
い
て
想
定
し
て
い
る
の
は
諸
個
人
と
国
家
と
の
関
係
で
あ
る

が
、
カ
ン
ト
は
第
三
確
定
条
項
の
説
明
を
次
の
文
言
か
ら
は
じ
め
る
。

　
こ
こ
で
も
こ
れ
ま
で
の
条
項
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
愛
で
は
な
く
、
権
利

0

0

〔Recht

〕
で
あ
っ
て
、
友
好

0

0

〔H
ospitalität

〕（
よ
い
待
遇
）
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
外
国
人
が
他
国
の
土
地
に
足
を
ふ
み
入
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
そ
の
国
の
人
間
か
ら

敵
意
を
も
っ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
権
利
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
国
の
人
間
は
、
外
国
人
の
死
を
招
く
よ
う
な
結
果
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
人
間
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
も
で
き（
2
）る。

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
徹
底
し
て
歓
待
を
法
権
利
と
し
て
描
き
、
人
間
愛
の
よ
う
な
情
念
と
歓
待
を
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
を
は
じ
め
か

ら
拒
絶
す
る
。
カ
ン
ト
は
ま
た
別
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
世
界
市
民
法
を
説
明
し
て
い
る
。

　
互
い
に
実
際
に
関
係
を
も
ち
う
る
地
上
の
諸
人
民
す
べ
て
を
包
括
し
、
ま
だ
な
お
友
好
的
で
は
な
い
に
し
て
も
平
和
的

0

0

0

で
あ
る
共
同
体
と
い
う
理
性

の
理
念
は
、
博
愛
的
（
倫
理
的
）
で
は
な
く
法
的
な

0

0

0

一
原
理
で
あ
る
。
自
然
は
諸
人
民
す
べ
て
を
ま
と
め
て
（
そ
れ
が
居
住
す
る
と
こ
ろ
が
球
体
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
陸
と
海
か
ら
な
る
球
体globus terraqueus

で
あ
る
ゆ
え
に
）
一
定
の
限
界
の
中
に
閉
じ
こ
め
た
。
そ
し
て
地
上
の
住

人
が
生
活
で
き
る
土
地
の
占
有
は
、
も
っ
ぱ
ら
一
定
の
全
体
の
一
部
の
占
有
と
し
て
、
つ
ま
り
住
人
の
だ
れ
も
が
根
源
的
に
権
利
を
も
つ
占
有
と
し
て

し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
諸
人
民
は
す
べ
て
、
根
源
的
に

0

0

0

0

一
つ
の
土
地
共
同
体
に
属
し
て
い
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
土
地
を
占
有
す
る
、

し
た
が
っ
て
使
用
あ
る
い
は
私
有
す
る
法
的

0

0

共
同
体
（com

m
unio

）
で
は
な
く
、
物
理
的
な
可
能
な
相
互
作
用

0

0

0

0

（com
m
ercium

）、
つ
ま
り
互
い
に

交
流
し
合
う

0

0

0

0

0

一
人
民
と
他
の
す
べ
て
の
人
民
と
の
包
括
的
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
人
民
す
べ
て
が
交
流
を
試
み
る
権
利
を
も
ち
、
交
流
を
試
み
る
者

を
そ
れ
だ
け
で
敵
と
し
て
遇
す
る
権
能
は
外
国
人
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

―
諸
人
民
す
べ
て
の
可
能
な
統
合
体
は
、
自
分
た
ち
の
可
能
な
交
流
に

関
す
る
一
定
の
普
遍
的
な
法
則
を
意
図
し
て
い
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
法
は
、
世
界
市
民
法

0

0

0

0

0

（ius cosm
opoliticum

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き（
3
）る。
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こ
こ
で
も
、
カ
ン
ト
は
博
愛
で
は
な
く
法
に
こ
だ
わ
る
。
そ
し
て
地
球
が
球
体
で
あ
る
た
め
に
「
人
間
は
こ
の
地
表
の
上
を
無
限
に
分
散

し
て
い
く
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
は
並
存
し
て
互
い
に
忍
耐
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
4
）い」

と
カ
ン
ト
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
こ
の
物
理

的
限
界
か
ら
、「
交
流
を
申
し
込
む
権
利
」
が
導
出
さ
れ
る
。

　
こ
の
交
流
を
申
し
込
む
権
利
は
「
す
べ
て
の
人
と
の
共
同
体
を
試
み
る

0

0

0

、
そ
の
目
的
で
地
球
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
訪
ね
る

0

0

0

と
い
う
地
球

市
民
の
権（
5
）利」

で
も
あ
る
。『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
外
国
人
が
要
求
で
き
る
の
は
、
客
人
の
権
利

0

0

0

0

0

〔G
astrecht

〕（
こ
の
権
利
を
要
求
す
る
に
は
、
か
れ
を
一
定
の
期
間
家
族
の
一
員
と
し
て
扱
う
と

い
う
、
好
意
あ
る
特
別
な
契
約
が
必
要
と
な
ろ
う
）
で
は
な
く
て
、
訪
問
の
権
利

0

0

0

0

0

〔Besuchsrecht

〕
で
あ
る
が
、
こ
の
権
利
は
、
地
球
の
表
面
を
共

同
に
所
有
す
る
権
利
に
基
づ
い
て
、
た
が
い
に
交
際
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
、
す
べ
て
の
人
間
に
属
し
て
い
る
権
利
で
あ（
6
）る。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
ン
ト
は
歓
待
を
二
つ
の
権
利
、
す
な
わ
ち
客
人
の
権
利
と
訪
問
の
権
利
に
分
割
し
た
う
え
で
、
前
者
を
退
け
て
後

者
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
歓
待
と
は
、
あ
く
ま
で
交
際
を
申
し
出
る
た
め
に
ど
こ
か
別
の
土
地
を
訪
問
す
る
権
利
に
と

ど
ま
る
の
で
あ
り
、
こ
の
訪
問
の
権
利
だ
け
が
地
球
の
共
同
所
有
と
い
う
法
的
構
成
か
ら
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

前
提
か
ら
導
く
こ
と
の
で
き
な
い
客
人
の
権
利
は
、「
好
意
（W

ohltat

）」
か
ら
く
る
「
特
別
な
契
約
」
次
第
で
あ
る
と
さ
れ
、
普
遍
的

な
権
利
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
カ
ン
ト
が
訪
問
の
権
利
だ
け
を
認
め
る
の
は
植
民
地
支
配
者
へ
の
批
判
が
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
文
明
化
さ
れ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
家
の
非
友
好
的
な
態
度
を
指
し
て
、「
か
れ
ら
が
ほ
か
の
土
地
や
ほ
か
の
民
族
を
訪
問

0

0

す
る
際
に
（
訪
問
す
る
こ
と
は
、

か
れ
ら
に
と
っ
て
、
そ
こ
を
征
服

0

0

す
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
が
）
示
す
不
正
は
、
恐
る
べ
き
程
度
に
ま
で
達
し
て
い（
7
）る」

と
自
戒
の
念

を
こ
め
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
こ
う
し
た
友
好
の
権
利
、
つ
ま
り
外
国
人
の
権
限
は
、
原
住
民
と
の
交
際
を
試
み
る

0

0

0

こ
と
を
可



デリダ歓待論におけるカント的展望 

507

能
に
す
る
諸
条
件
を
こ
え
て
ま
で
拡
張
さ
れ
は
し
な
い
の
で（
8
）あ」
り
、
訪
問
の
権
利
に
と
ど
め
た
ほ
う
が
よ
い
。

　
カ
ン
ト
は
初
め
か
ら
人
間
愛
の
話
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
宣
言
し
て
い
た
。
愛
情
や
友
情
か
ら
は
決
し
て
普
遍
的
な
歓
待
の
権

利
は
導
き
え
な
い
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
情
念
は
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
は
歓
待
を
情
念
か
ら
切
り
離
す
こ
と

で
、
歓
待
そ
の
も
の
を
普
遍
化
し
法
権
利
と
い
う
掟
の
内
で
徹
底
的
に
制
度
化
し
て
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ

ン
ト
が
歓
待
の
権
利
を
二
つ
の
権
利
に
分
割
す
る
と
き
、
次
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る
。
ル
ネ
・
シ
ェ
レ
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
歓
待
論
を
評

し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
歓
待
の
普
遍
化
は
、
国
家
に
対
し
て
も
個
人
に
対
し
て
も
、
人
を
誰
か
れ
な
し
に
大
切
な
客
と
し
て
引
き
留
め
、
世
話
を
す
る
よ
う
命
じ

る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
お
よ
そ
定
言
命
令
に
は
当
た
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
途
端
、
今
日
の
各
国
政
府
が
一
様
に
胸
を
撫
で

お
ろ
す
の
が
目
に
見
え
る
よ
う（
9
）だ。

カ
ン
ト
の
歓
待
論
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
主
権
国
家
の
論
理
と
適
合
す
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
歓
待
は
普
遍
的
な

権
利
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
歓
待
論
は
極
め
て
大
き
な
制
限
を
内
包
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
る
一
見
す
る
と
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
立
論
と
植
民
地
主
義
へ
の
自
戒
の
念
は
、
確
か
に
、
歓
待
を
二
つ
に
分
割
し
、
客
人
の
権
利
を
否
定
す
る
と
い
う
操
作
に
正

当
性
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
こ
の
分
割
は
本
当
に
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

㈡
　
カ
ン
ト
「
噓
論
」
を
経
由
し
て

　
歓
待
の
権
利
の
分
割
と
否
定
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
人
間
愛
か
ら
噓
を
つ
く
権
利
と
称
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
」
と
い
う
小
論

を
補
助
線
に
さ
ら
に
考
え
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
客
人
の
権
利
へ
の
可
能
性
を
特
別
な
契
約
と
し
て
残
し
て
い
た
が
、
こ
の
小
論
の
中
で
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展
開
さ
れ
る
殺
人
犯
の
例
は
、
こ
の
客
人
の
権
利
を
徹
底
的
に
不
可
能
な
も
の
に
な
ら
し
め
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。つ

ま
り
、
も
し
き
み
が
ち
ょ
う
ど
い
ま
殺
人
を
し
よ
う
と
う
ろ
つ
き
ま
わ
っ
て
い
る
者
に
噓
を
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

犯
行
を
防
止
し
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
場
合
、
き
み
は
そ
こ
か
ら
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
結
果
に
法
的
に
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
き
み
が
厳
格
に
真
実
を
か
た

く
ま
も
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
予
測
で
き
な
い
結
果
が
ど
ん
な
も
の
に
な
ろ
う
と
も
、
司
直
は
き
み
に
何
の
手
出
し
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

の
だ
。（
…
…
）
そ
れ
ゆ
え
、
噓
を
つ
く

0

0

0

0

者
は
、
た
と
え
そ
の
さ
い
彼
が
ど
ん
な
に
善
意
の
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

市
民
社
会
の
裁
判
に
お
い
て
さ
え
も
、
た
と
え
そ
の
結
果
が
ど
ん
な
に
予
測
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
責
任
を
負
い
罪
の
償
い
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
真
実
性
は
契
約
に
基
づ
く
す
べ
て
の
諸
義
務
の
基
礎
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
法
則
は
、
そ
れ
に
た
と
え
ほ
ん
の
少
し
の
例
外
で
も
認
め
る
と
、
ぐ
ら
つ
い
て
役
に
立
た
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
）
10
（

る
。

カ
ン
ト
は
善
意
か
ら
噓
を
つ
く
こ
と
を
拒
否
し
、
い
か
な
る
場
合
で
も
真
実
を
述
べ
る
こ
と
を
「
神
聖
な
、
無
条
件
的
に
命
令
す
る
、
い

か
な
る
便
益
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
、
理
性
命
）
11
（
令
」
で
あ
る
と
す
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
噓
を
つ
く
こ
と
は
、「
本
質
的
な
点
で
義

務
一
般

0

0

に
対
し
て
不
正
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
、
自
分
に
責
任
の
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
言
表
（
言
明
）

一
般
の
信
用
を
な
く
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
契
約
に
基
づ
く
す
べ
て
の
権
利
を
無
に
し
、
そ
の
力
を
失
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

人
間
性
一
般
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
不
正
な
の
で
あ
）
12
（

る
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
人
間
性
一
般
に
加
え
ら
れ
る
不
正
と
は
す
な
わ
ち
「
法
の

源
泉
を
使
用
不
可
能
と
す
る
こ
）
13
（
と
」
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
「
噓
論
」
が
孕
む
帰
結
は
歓
待
の
場
そ
れ
自
体
を
掘
り
崩
す
。
我
が
家
に
匿
っ
た
人
物
は
法
秩
序
の
源
泉
を
守

る
た
め
、
こ
の
法
的
に
組
織
さ
れ
た
共
同
体
を
維
持
す
る
た
め
の
犠
牲
と
し
て
、
殺
人
犯
に
差
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
客
人
を
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招
き
入
れ
る
「
好
意
あ
る
契
約
」
さ
え
も
有
名
無
実
化
す
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
歓
待
論
に
は
客
人
の
権
利
が
占
め
る
場
所
は
初
め
か

ら
存
在
し
て
い
な
い
。

　
カ
ン
ト
の
義
務
論
も
こ
れ
に
合
致
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
義
務
に
適
っ
た
行
為
と
義
務
に
基
づ
い
た
行
為
の
二
つ
を

峻
別
し
、
後
者
に
高
い
道
徳
的
価
値
を
置
い
て
い
る
。「
親
切
の
義
務
」
と
題
さ
れ
る
箇
所
で
カ
ン
ト
は
「
人
に
親
切
に
す
る
こ
と
は
義

務
で
あ
）
14
（

る
」
と
し
た
う
え
で
、
同
情
心
に
富
む
人
物
が
親
切
を
行
う
様
子
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
う
し
た
行
為
〔
同
情
心
に
富
む
人
物
が
行
う
親
切
〕
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
義
務
に
適
っ
て
い
て
、
愛
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
真
の

意
味
で
の
道
徳
的
な
価
値
は
そ
な
え
て
お
ら
ず
、
名
誉
を
求
め
る
心
の
傾
き
と
同
じ
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
た
し
は
主
張
し
た
い
。

（
…
…
）
そ
う
し
た
行
為
を
心
の
傾
き
か
ら
行
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
義
務
に
基
づ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
）
15
（
る
。

カ
ン
ト
は
徹
底
し
て
「
心
の
傾
き
」
を
排
し
て
、
純
粋
に
義
務
か
ら
発
し
た
行
為
を
高
く
評
価
す
る
。
こ
の
他
者
に
対
す
る
親
切
、
友
好

を
歓
待
と
結
び
付
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
こ
の
箇
所
は
、
個
別
の
好
意
を
要
求
す
る
よ
う
な
義
務
に
適
っ
た
だ
け
の
客
人
の
権
利

と
、
純
粋
に
義
務
に
基
づ
い
た
訪
問
の
権
利
と
に
対
応
す
る
。
客
人
の
権
利
と
訪
問
の
権
利
の
分
割
と
評
価
と
を
下
支
え
し
て
い
る
の
は
、

こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
義
務
観
で
あ
り
、
私
よ
り
も
公
を
優
先
す
る
考
え
と
、
情
念
よ
り
も
掟
（
法
権
利
）
に
与
え
ら
れ
る
格
別
の
敬
意
で

あ
る
。

㈢
　
カ
ン
ト
歓
待
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
地
球
の
表
面
を
共
同
に
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を
も
う
少
し
細
か
く
み
る

必
要
が
あ
る
。
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
次
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
意
図
を
指
摘
す
る
。
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地
球
の
共
同
所
有
と
称
さ
れ
る
も
の
の
法
的
な
概
念
構
成
は
、
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
学
に
お
い
て
連
綿
と
し
た
名
誉
の
あ
る
先
例
を
も
っ
て
い
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
の
文
脈
は
両
刃
の
剣
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
一
方
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
概
念
構
成
が
西
洋
の
植
民
地
主
義
的
な
拡
張
を

正
当
化
す
る
た
め
の
弁
明
と
し
て
使
わ
れ
る
の
を
避
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
地
球
の
表
面
は
限
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
は
何
ら
か
の
点
で
、
そ
の
資
源
を
他
者
と
と
も
に
享
受
す
る
こ
と
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
の
も
と
に
、
人
間
が
た
が
い
に
市
民
的

な
結
合
に
参
加
す
る
権
利
を
基
礎
づ
け
た
い
と
も
考
え
て
い
）
16
（

る
。

こ
う
し
た
二
重
の
意
図
か
ら
カ
ン
ト
は
歓
待
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
二
つ
の
権
利
に
分
割
し
、
周
到
に
こ
の
営
み
を
保
護
し

て
い
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
こ
の
「
地
球
の
共
同
所
有
」
か
ら
訪
問
の
権
利
だ
け
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
ベ

ン
ハ
ビ
ブ
の
指
摘
は
核
心
を
突
く
も
の
だ
。

そ
れ
で
は
、「
地
球
の
共
同
所
有
」
と
い
う
前
提
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
何
を
正
当
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
球
が
専
有
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
他

者
は
も
は
や
、
そ
の
所
有
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
存
す
る
所
有
関
係
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て

の
共
同
体
は
領
土
に
入
ろ
う
と
す
る
人
々
か
ら
自
ら
を
守
る
権
利
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
実
に
曖
昧
な
公
式
だ
が
、
歓
待
を
求
め
て
い
る

人
々
を
追
い
返
す
こ
と
が
「
彼
ら
の
破
滅
」
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
保
証
を
別
に
す
れ
ば
、
他
者
の
緊
急
の
必
要
は
現
存
す
る
主
権
的
な
共
同
体
の

意
志
を
折
り
曲
げ
る
の
に
十
分
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
地
球
の
共
同
所
有
」
と
い
う
主
張
は
、
残
念
な
が
ら
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
権
利

の
基
礎
を
解
明
す
る
こ
と
に
は
役
立
た
な
い
の
で
あ
）
17
（

る
。

　「
地
球
の
共
同
所
有
」
と
い
う
前
提
か
ら
は
実
の
と
こ
ろ
訪
問
の
権
利
を
十
分
に
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
誰

が
訪
問
し
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
誰
に
対
し
て
敵
意
を
示
さ
ず
に
振
る
舞
え
ば
よ
い
の
か
は
、
こ
の
前
提
か
ら
は
十
分
に
導
く
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
国
家
や
そ
れ
に
準
じ
る
共
同
体
が
主
権
的
に
断
じ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ル
ネ
・
シ
ェ
レ
ー
ル
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は
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
主
権
へ
の
盲
目
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。

　
普
遍
的
歓
待
の
原
則
を
述
べ
た
あ
と
で
、
な
ぜ
カ
ン
ト
は
、
こ
の
原
則
を
歪
め
て
し
ま
う
よ
う
な
制
限
を
そ
れ
に
課
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

の
か
。
そ
の
理
由
は
、
カ
ン
ト
が
維
持
し
よ
う
と
望
ん
で
い
た
民
族
的
＝
国
民
的
原
理
に
あ
る
。
外
国
人
に
定
住
を
拒
む
「
一
時
的
な
特
別
な
契
約
」

を
押
し
つ
け
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
民
族
的
＝
国
民
的
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
制
限
の
た
め
に
、
ま
っ
た
き
歓
待
、
す
な
わ
ち

G
astrecht

〔
客
人
の
権
利
＝
滞
在
権
〕
は
、
そ
の
原
点
に
お
い
て
曲
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
同
じ
く
、
カ
ン
ト
の
い
う
連
合
の
原
理
も
国
民
国
家
と
い

う
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
国
際
秩
序
の
基
礎
単
位
と
し
て
の
こ
の
国
民
国
家
を
つ
い
に
問
い
に
付
す
こ
と
を
し
な
か
っ
）
18
（
た
。

カ
ン
ト
は
歓
待
を
訪
問
の
権
利
と
客
人
の
権
利
と
に
な
ぜ
分
割
し
た
の
か
。
シ
ェ
レ
ー
ル
を
手
引
き
と
し
て
考
え
て
み
る
に
、
カ
ン
ト
は

こ
こ
で
二
つ
の
「
秩
序
」
を
同
時
に
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
訪
問
の
権
利
は
世
界
市
民
体
制
を
促
進
し
、
永
遠
平
和
と
い
う
世

界
秩
序
の
達
成
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
一
方
で
客
人
の
権
利
は
「
民
族
的
＝
国
民
的
原
理
」
を
維
持
す
る
た
め
に
退
け
ら
れ
る
。
す
で

に
カ
ン
ト
の
「
噓
論
」
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
共
同
体
の
法
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
最
優
先
事
項
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
歓
待
論
は
つ
ね
に
こ
う
し
た
民
族
的
＝
国
民
的
共
同
体
同
士
の
境
界
線
上
に
釘
付
け
に
さ
れ
て

い
）
19
（
る
。

　
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
指
摘
は
こ
う
し
た
見
方
を
補
強
し
て
く
れ
る
も
の
だ
。
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
も
、
カ
ン
ト
が
地
球
表
面
を
「
固

有
の
領
土
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
主
権
国
）
20
（
家
」
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
と
想
定
し
て
い
た
と
指
摘
す
）
21
（
る
。
彼
は
主
権
国
家
が
「
固

有
の
領
土
性
」
を
持
つ
こ
と
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
性
質
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
。

　
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
共
通
の
血
統
に
よ
っ
て
国
民
で
あ
る
こ
と
が
定
義
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
人
間
性
に
と
っ
て
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
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そ
の
こ
と
か
ら
彼
の
最
も
重
要
な
結
論
の
一
つ
が
導
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
一
の
世
界
政
府
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
領

土
的
編
成
の
内
部
で
共
通
の
血
統
に
も
と
づ
い
て
い
る
国
民
的
な
差
異
を
消
去
し
抑
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の

種
の
世
界
政
府
は
、
自
然
と
人
間
性
に
反
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
と
も
に
機
能
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
政
府
の
唯
一
の
形
態
は
、
独
立
し
た
（
で

き
れ
ば
民
主
的
で
共
和
制
的
な
）
国
民
国
家
の
連
邦
制
に
も
と
づ
く
も
の
で
し
か
な
い
。（
…
…
）
重
要
な
の
は
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
考
え
を
引

き
出
し
て
き
た
の
は
、
彼
の
き
わ
め
て
問
題
の
多
い
人
間
学
的
概
念
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
通
の
血
統
に
も

と
づ
い
た
市
民
社
会
と
し
て
の
国
民
国
家
と
い
う
概
念
が
そ
れ
で
あ
）
22
（

る
。

こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
国
民
国
家
の
定
義
か
ら
、「
外
国
人
に
永
住
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
共
通
の
血
統
と
い
う
要
件
と
合
致
し
な

い
）
23
（

」
こ
と
に
な
る
。
民
族
的
な
血
統
意
識
の
た
め
に
退
け
ら
れ
る
客
人
の
権
利
の
姿
を
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
も
ま
た
見
て
取
る
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
地
球
の
共
同
所
有
と
い
う
前
提
は
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
に
と
っ
て
「
人
は
ど
こ
に
い
て
も
そ
こ
が
わ
が
家
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
ど
こ
な
り
と
良
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
住
処
を
定
め
、
ど
の
都
市
の
市
民
に
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
）
24
（

と
」
を
意
味
し
て
い
た

と
シ
ェ
レ
ー
ル
は
論
じ
）
25
（
る
。
こ
れ
が
直
接
に
導
く
の
は
訪
問
の
権
利
で
は
な
く
よ
り
広
義
の
歓
待
の
権
利
、
す
な
わ
ち
客
人
の
権
利
で
あ

る
は
ず
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
歓
待
を
二
つ
の
権
利
に
分
割
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
構
想
は
、
実
の
と
こ
ろ
苦
肉
の
策
で
あ
る
。
訪
問
の
権
利

だ
け
で
は
誰
か
を
好
意
的
に
扱
え
と
い
う
命
令
ま
で
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
歓
待
を
は
た
し
て
歓
待
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
自
身
が
客
人
の
権
利
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
言
う
訪
問
の
権
利
も
ま
た
、
実

は
客
人
の
権
利
な
し
に
は
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
客
人
の
権
利
を
歓
待
の
権
利
に
お
け
る
二
次
的
な
要
素
と
し
て
位

置
付
け
、
訪
問
の
権
利
だ
け
を
普
遍
的
な
権
利
と
し
て
正
当
化
し
た
が
、
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
の
抑
圧
さ
れ
た
客
人
の
権
利
こ
そ
が
歴
史

を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
訪
問
の
権
利
に
生
命
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。



デリダ歓待論におけるカント的展望 

513

三
　
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
歓
待
論

　
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
は
カ
ン
ト
哲
学
の
脱
構
築
の
一
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
は
そ
の

初
め
か
ら
明
確
に
政
治
的
な
意
図
を
持
っ
た
現
状
へ
の
応
答
で
あ
っ
）
26
（

た
。
以
下
で
再
構
築
さ
れ
る
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
は
決
し
て
ユ
ー
ト
ピ

ア
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
に
お
け
る
歓
待
の
諸
権
利
を
「
無
条
件
に
」
肯
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

㈠
　
デ
リ
ダ
歓
待
論
の
基
本
図
式

―
「
条
件
付
き
の
歓
待
」
と
「
無
条
件
な
歓
待
」

　
デ
リ
ダ
の
次
の
問
い
か
け
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

よ
り
正
し
く
、
よ
り
愛
に
満
ち
て
い
る
の
は
、〔
お
前
の
名
前
は
何
か
と
〕
問
い
尋
ね
る
ほ
う
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
問
い
尋
ね
な
い
ほ
う
が
よ
い

の
で
し
ょ
う
）
27
（

か
。

我
が
家
の
戸
を
叩
く
者
に
名
前
を
尋
ね
、
そ
の
人
が
正
当
な
客
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
証
す
る
こ
と
。
あ
る
い
は
、
国
境
線
上
で
パ
ス

ポ
ー
ト
を
要
求
し
、
そ
の
人
が
合
法
的
な
入
国
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
証
す
る
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
、
他
者
を
同
定
し
う
る
形
で
な
さ

れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
歓
待
の
姿
を
デ
リ
ダ
は
条
件
付
き
の
歓
待
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
、「
個
人
や
家
族
や
都
市
や

国
家
が
も
っ
と
も
ふ
つ
う
に
実
践
し
て
い
）
28
（
る
」
歓
待
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
歓
待
は
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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私
た
ち
が
歓
待
を
提
供
す
る
の
は
、
私
た
ち
の
ル
ー
ル
、
私
た
ち
の
生
活
様
式
、
さ
ら
に
は
私
た
ち
の
言
語
、
私
た
ち
の
文
化
、
私
た
ち
の
政
治
シ
ス

テ
ム
等
々
に
他
者
が
従
う
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
で
す
。
こ
れ
が
普
通
に
理
解
さ
れ
実
践
さ
れ
た
歓
待
で
あ
り
、
国
家
的
、
国
際
的
な
（
実
際
、

カ
ン
ト
が
あ
る
有
名
な
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
語
っ
た
「
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
）
ス
ケ
ー
ル
で
、
規
制
さ
れ
た
実
践
、
法
、
協
定
を
い
く
つ
か
の

条
件
を
伴
っ
て
生
み
出
す
歓
待
で
）
29
（

す
。

歓
待
を
あ
ら
ゆ
る
法
権
利
、
規
範
の
も
と
に
条
件
付
け
る
こ
と
。
こ
の
と
き
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
を
名
指
し
す
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き

た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
歓
待
論
は
あ
く
ま
で
法
権
利
の
枠
組
み
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
名
前
を
問
い
た

だ
す
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
の
人
が
権
利
の
主
体
、
つ
ま
り
は
法
の
保
護
を
受
け
る
べ
き
合
法
的
な
客
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
）
30
（

い
。
結
局
の
と
こ
ろ
歓
待
の
権
利
は
、
名
前
を
持
つ
者
に
し
か
与
え
よ
う
が
な
い
。
デ
リ
ダ
は
そ
れ
を
注
意
深
く
認
め
た

う
え
で
、
別
様
の
歓
待
に
つ
い
て
語
り
だ
）
31
（
す
。
デ
リ
ダ
は
名
前
を
尋
ね
な
い
よ
う
な
歓
待
に
つ
い
て
思
考
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
無
条
件
な
歓
待
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
歓
待
（
純
粋
な
歓
待
）
と
デ
リ
ダ
が
名
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
無
条
件
な
歓
待
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、「
期
待
も
招
待
も
さ
れ
て
い
な
い
誰
か
へ
と
開
き
、
あ
る
い
は
前
も
っ
て
開
い
て
い
る
の
）
32
（
で
」

あ
り
、「
絶
対
的
に
異
他
的
な
訪
問
者

0

0

0

と
し
て
、
同
定
も
予
測
も
不
可
能
な
新
た
な
到
来
者

0

0

0

と
し
て
、
つ
ま
り
ま
っ
た
き
他
者
と
し
て
到

来
す
る
誰
に
で
も
開
か
れ
て
い
）
33
（

る
」
と
さ
れ
る
。
無
条
件
な
歓
待
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
名
指
し
、
同
定
を
免
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
の
歓
待
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
の
基
本
図
式
を
確
認
す
る
と
、
デ
リ
ダ
が
カ
ン
ト
の
歓
待
論
に
対
し
て
無
条
件
な
歓
待
と
い
う
新
た
な

モ
チ
ー
フ
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
こ
の
無
条
件
な
歓
待
は
ど
の
よ
う
な
内
実
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
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㈡
　
無
条
件
な
歓
待
と
は
な
に
か

　
デ
リ
ダ
に
よ
る
カ
ン
ト
評
価
は
非
常
に
手
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
の
歓
待
論
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
…
…
）
歓
待
〔
＝
友
好
〕
を
そ
の
ま
っ
た
き
厳
密
さ
に
お
い
て
権
利
だ
と
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
そ
れ
自
体
は
、
数
多
く
の
点
で
進
歩
で
す
）

カ
ン
ト
は
、
と
り
わ
け
客
人
の
権
利

0

0

0

0

0

が
問
わ
れ
る
時
に
は
、
歓
待
を
国
家
主
権
に
依
存
さ
せ
る
諸
条
件
を
歓
待
に
押
し
つ
け
ま
す
。
歓
待
〔
＝
友
好
〕

と
は
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
司
法
的
な
も
の
に
関
し
て
は
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
公
共
空
間
の
公
共
性

0

0

0

を
意
味
し
ま
す
。
都
市
の
歓

待
や
私
的
歓
待
は
従
属
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
国
家
の
警
察
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
の
で
）
34
（

す
。

カ
ン
ト
が
想
定
す
る
よ
う
な
国
家
に
よ
る
歓
待
は
、
歓
待
に
つ
い
て
の
法
権
利
を
定
め
、
そ
れ
を
警
察
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
る
こ
と
で
制

限
し
、
公
共
性
＝
公
開
性
（publicité

）
の
名
の
も
と
に
歓
待
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
し
か
ね
な
い
。
デ
リ
ダ
は
さ
ら
に
カ
ン
ト
「
噓

論
」
を
読
解
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一
方
で

0

0

0

、
カ
ン
ト
は
、
純
粋
な
主
観
的
道
徳
性
と
、
他
者
に
真
実
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
一
挙
に
基
礎
づ
け

て
い
ま
す
。
こ
の
義
務
は
、
他
者
に
た
い
す
る
尊
敬
の
絶
対
的
義
務
と
社
会
的
紐
帯
に
た
い
す
る
尊
敬
の
絶
対
的
義
務
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
命
法
を
、
主
体
の
自
由
と
純
粋
な
志
向
性
に
基
づ
か
せ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
言
語
行
為
の
構
造
の
確
固
た
る
分

析
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
根
拠
へ
と
導
い
て
く
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
彼
は
公
共
の
法
＝
権
利
と
し
て
の
社
会
的
な
法
＝
権
利
を
基
礎
づ
け
る
わ

け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
に
他
方
で
は

0

0

0

0

、
こ
の
法
＝
権
利
を
基
礎
づ
け
、
そ
の
根
拠
を
喚
起
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
噓
を
つ
く

権
利
と
と
も
に
、
口
外
せ
ず
に
い
る
権
利
、
隠
す
権
利
、
真
理
や
自
白
や
公
共
の
透
明
性
な
ど
の
要
求
に
抵
抗
す
る
権
利
な
ど
も
破
壊
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
要
求
は
、
法
＝
権
利
や
警
察
＝
治
安
の
本
質
だ
け
で
な
く
、
国
家
そ
れ
自
体
の
本
質
を
も
構
成
し
て
い
る
の
で
す
。（
…
…
）
純
粋
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な
道
徳
性
が
法
＝
権
利
に
な
る
瞬
間
に
、
カ
ン
ト
は
こ
の
道
徳
性
の
名
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
警
察
＝
治
安
を
導
入
し
ま
）
35
（
す
。

　
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
に
対
す
る
厳
し
い
評
価
が
、
そ
の
ま
ま
条
件
付
き
の
歓
待
に
対
す
る
評
価
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
も
仕
方
が
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
の
提
示
す
る
無
条
件
な
歓
待
（
あ
る
い
は
絶
対
的
な
歓
待
）
と
い
っ
た
新
た
な
概
念
が
、
こ
れ
に
代
わ
る
実
践
的
な
目

標
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
じ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
絶
対
的
な
歓
待
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

そ
れ
は
、
絶
対
的
な
歓
待
が
、
権
利
あ
る
い
は
義
務
と
し
て
の
歓
待
の
掟
と
手
を
切
り
、
歓
待
の
「
盟
約
」
と
手
を
切
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
歓
待
の
た
め
に
は
、
私
は
私
の
我
が
家
（m

on chez-m
oi

）
を
開
き
、（
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
ネ
ー
ム
や
異
邦
人
と
し
て
の
社
会
的
地
位
を
持
っ
た
）
異
邦
人
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
他
者
、
知
ら
れ
ざ
る
匿
名
の
他
者
に
対

し
て
も
贈
与
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
場0

（
＝
機
縁

0

0

）
を
与
え

0

0

0

（donner lieu

）、
来
さ
せ
、
到
来
さ
せ
、
私
が
提
供
す
る
場
に
お
い
て

場
を
持
つ
が
ま
ま
に
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
彼
に
対
し
て
相
互
性
（
盟
約
へ
の
参
加
）
な
ど
を
要
求
し
て
は
な
ら
ず
、
名
前
さ
え
尋

ね
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
絶
対
的
な
歓
待
の
掟
は
、
法
的
な
＝
権
利
上
の
歓
待
、
つ
ま
り
権
利
と
し
て
の
掟
や
正
義
か
ら
手
を
切
る
こ
と
を
命
じ
ま
）
36
（
す
。

絶
対
的
な
歓
待
は
、
法
権
利
と
し
て
描
か
れ
る
歓
待
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
デ
リ
ダ
は
絶
対
的
な
歓
待
、
無
条
件
な
歓

待
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、
歓
待
を
法
権
利
や
互
酬
関
係
に
基
づ
く
安
定
的
な
制
度
と
し
て
描
き
出
し
て
き
た
歴
史
に
抵
抗
す
る
。
最
後

の
一
文
に
注
意
し
よ
う
。
こ
こ
で
デ
リ
ダ
は
、「
絶
対
的
な
歓
待
の
掟
」
と
「
法
的
な
＝
権
利
上
の
歓
待
、
つ
ま
り
権
利
と
し
て
の
掟
」

を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
絶
対
的
な
歓
待
の
掟
」
な
る
掟
は
法
権
利
、
義
務
、
規
範
と
し
て
の
掟
で
は
な
い

0

0

。

　
一
方
で
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ヘ
グ
ル
ン
ド
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
「
デ
リ
ダ
の
他
性
の
思
考
を
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
的
形
而
上
学
に
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
）
37
（
み
」
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
条
件
な
歓
待
と
い
う
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新
た
な
モ
チ
ー
フ
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
倫
理
の
次
元
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
ヘ
グ
ル
ン
ド
は
こ
う
し
た
読
解
に
強
く
抗
し
て

い
る
。
以
下
で
は
デ
リ
ダ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
を
接
近
さ
せ
る
読
解
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
う
し
た
議
論
は
す
で
に
ヘ
グ
ル
ン

ド
に
よ
っ
て
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
本
稿
に
お
い
て
も
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
て
お
く
必
要
が
あ
る
も
の
だ
。

　
た
と
え
ば
、
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
は
「
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

―
デ
リ
ダ
は
私
的
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
か
公
的
リ
ベ
ラ
ル

か
）
38
（

」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
デ
リ
ダ
の
思
想
に
含
ま
れ
る
政
治
的
な
（
あ
る
い
は
公
的
な
）
意
義
を
取
り
出
そ
う
と
し
た
が
、
こ
う
し
た

作
業
の
中
核
を
な
し
て
い
た
の
は
デ
リ
ダ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
親
和
性
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
の
取
り
組
み
は
、
デ
リ
ダ

か
ら
政
治
思
想
・
政
治
理
論
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
一
つ
の
方
向
性
を
確
か
に
開
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
デ
リ
ダ
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
接
近

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
も
デ
リ
ダ
に
倫
理
性
を
読
み
込
ん
だ
論
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼

に
よ
る
デ
リ
ダ
読
解
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
他
者
性
、
他
律
性
が
幾
分
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
デ
リ

ダ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
評
し
た
論
考
の
中
で
歓
待
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

デ
リ
ダ
は
条
件
付
き
の
歓
待
と
無
条
件
な
歓
待
の
差
異
を
強
調
す
る
。
彼
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
新
参
者
、
誰
で
も
よ
い
者
へ
の
無
条
件
な
歓
待
の
義
務
が

あ
る
。
し
か
し
こ
の
無
条
件
な
歓
待
は
政
治
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
政
治
的
で
あ
り
う
る
の
は
条
件
付
き
の
歓
待
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
ど
れ
く
ら
い

の
数
の
外
国
人
が
（
…
…
）
国
民
共
同
体
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
可
能
か
と
い
う
計
算
で
あ
）
39
（
る
。

無
条
件
な
歓
待
は
政
治
的
な
義
務
で
は
な
い
も
の
の
、
な
に
か
別
の
次
元
の
義
務
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
考
の
中
で
ラ
ン
シ

エ
ー
ル
は
、
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
を
参
照
・
経
由
し
て
、
デ
リ
ダ
が
政
治
の
合
理
性
を
他
者
性
、
他
律
性
と
い
う
倫
理
に
従
属
さ
せ
て
い
る

と
理
解
す
る
の
で
あ
）
40
（
る
。
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ま
た
、
ド
ゥ
ル
シ
ラ
・
コ
ー
ネ
ル
に
よ
る
読
解
も
、
歓
待
に
お
け
る
倫
理
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
コ
ー
ネ
ル
は
「
難
民
や
私

た
ち
の
な
か
に
あ
っ
て
逃
げ
込
み
場
を
探
し
て
い
る
人
々
を
保
護
す
る
た
め
に
、
政
治
と
倫
理
の
両
面
に
お
い
て
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
41
（
い
」
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
政
治
と
倫
理
の
関
係
は
、
お
そ
ら
く
次
の
コ
ー
ネ
ル
の
議
論
を
経
る
こ
と
で
よ
り
鮮
明
と
な
る
。

私
た
ち
は
、
私
た
ち
に
来
る
こ
の
他
者
が
前
も
っ
て
何
者
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
彼
（
女
）
を
進
ん
で
招
き
入
れ
、
保
護
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
て
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
他
者
の
痕
跡
に
祈
り
、
他
者
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
望
む

こ
と
に
関
す
る
デ
リ
ダ
の
側
の
消
極
的
＝
否
定
的
（negative

）
な
振
る
舞
い
で
は
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
他
者
は
い
つ
だ
っ
て
私
た
ち

の
な
か
に
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
積
極
的
に
こ
の
他
者
に
手
を
差
し
伸
ば
す
た
め
に
、
私
た
ち
は
「
難
民
都
市
」
か
ら
移
民
法
に
い
た

る
制
度
構
造
を
作
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
42
（
い
。

こ
の
よ
う
に
コ
ー
ネ
ル
に
お
い
て
も
、
進
ん
で
他
者
を
招
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
倫
理
的
な
命
令
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た

め
に
諸
制
度
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
政
治
的
な
義
務
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
中
に
す
で
に

到
来
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
手
を
差
し
伸
べ
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
前
も
っ
て
何
者
で
あ
る
か

を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
よ
う
な
、
無
条
件
に
訪
れ
て
し
ま
う
他
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
規
範
を
用
意
し
て
お
く
こ
と

な
ど
は
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
デ
リ
ダ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
論
に
注
目
す
る
の
は
、
歓
待
の
瞬
間
に
主
人
と
客
人
と
い
う
関
係
性
が
転
倒
し
、
攪
乱
さ
れ
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
他
者
を
「
迎
え
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
主
体
の
構
成
に
と
っ
て
つ
ね
に
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
つ
ね

に
す
で
に
私
が
他
者
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
デ
リ
ダ
は
無
条
件
な
歓
待
を
描
き
出
）
43
（

す
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
条
件
な
歓
待
は

ま
ず
主
体
の
構
造
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
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す
で
に
示
し
た
「
絶
対
的
な
歓
待
の
掟
」
に
お
け
る
こ
の
掟
の
語
が
意
味
す
る
も
の
が
、
倫
理
的
な
命
令
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理

解
す
る
う
え
で
ヘ
グ
ル
ン
ド
の
読
解
は
多
く
の
点
で
有
益
で
あ
る
。
彼
は
デ
リ
ダ
『
な
ら
ず
者
た
ち
』
の
一
）
44
（

節
を
引
き
な
が
ら
、
こ
う
し

た
同
定
不
可
能
な
他
者
、
あ
る
い
は
出
来
事
へ
の
開
か
れ
が
倫
理
的
な
命
令
で
は
な
く
、
他
者
へ
と
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
構
造
自

体
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
予
見
不
可
能
な
未
来
へ
と
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

〔m
ust

〕、
有
限
性
と
脆
弱
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

、
物
で
あ
れ
人
で
あ
れ
、

や
っ
て
来
る
も
の
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
「
ね
ば
な
ら
な
い
〔m

ust

〕」
と
い
う
ス
テ
イ
タ
ス
が
正

し
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
せ
い
で
数
多
く
の
、
影
響
力
の
大
き
な
誤
解
が
生
じ
て
き
た
の
だ
（
…
…
）。
そ
れ
ら
の
誤
解
の
共
通
点
は
、
デ
リ
ダ
の
議

論
を
規
範
的
な
様
相
を
も
つ
も
の
と
み
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
他
者
に
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
と

い
う
こ
と
の
超
‐
超
越
論
的
な
記
述

0

0

〔description

〕
が
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
に
開
か
れ
て
い
る
べ
き
だ
と
す
る
倫
理
的
な
命
令

0

0

〔prescription

〕
と

混
同
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
構
造
的
に
他
者
へ
と
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
か
ら
は
い
か
な
る
規
範
や
ル
ー
ル
、
命
令
も
引
き
出
せ
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
デ
リ
ダ
は
つ
ね
に
主
張
し
て
い
）
45
（

る
。

事
実
、
デ
リ
ダ
は
無
条
件
な
歓
待
を
組
織
し
た
り
、
こ
こ
か
ら
ル
ー
ル
を
作
り
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し

主
張
し
て
お
）
46
（
り
、
こ
れ
ら
は
ヘ
グ
ル
ン
ド
が
無
条
件
な
歓
待
を
「
構
造
」
に
お
い
て
理
解
し
た
こ
と
と
親
和
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ

グ
ル
ン
ド
の
読
解
は
十
分
に
説
得
力
を
も
つ
も
の
だ
。
デ
リ
ダ
に
お
い
て
無
条
件
な
歓
待
は
、
決
し
て
実
践
す
べ
き
倫
理
的
な
規
範
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
無
条
件
な
歓
待
を
想
定
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
条
件
付
き
の
歓
待
と
の
関
係
に
お
い

て
明
ら
か
に
な
る
。
無
条
件
な
歓
待
と
条
件
付
き
の
歓
待
を
決
し
て
対
立
の
う
ち
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
）
47
（
い
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
二
つ
の
区
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別
を
持
ち
出
す
際
に
、
思
う
に
誤
読
を
恐
れ
て
、
慎
重
に
こ
の
二
つ
が
対
立
関
係
に
な
い
こ
と
を
指
摘
す
）
48
（
る
。
無
条
件
な
歓
待
と
条
件
付

き
の
歓
待
は
互
い
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
を
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う

に
記
述
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
歓
待
の
無
条
件
な
唯
一
無
二
の

0

0

0

0

0

掟
〔la loi

〕
は
、
歓
待
の
掟
の
上
に
あ
り
な
が
ら
、
も
ろ
も
ろ
の

0

0

0

0

0

掟
〔des lois

〕
を
必
要
と
し
、
そ
れ

を
要
請
し
ま
す

0

0

0

0

0

。
こ
の
要
請
は
構
成
的
な
も
の
で
す
。
唯
一
無
二
の
掟
は
、
も
し
実
際
的
で
具
体
的
で
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
な
い

0

0

0

0

0

の
で
あ
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
そ
の
当
為
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
の
で
な
か
っ
た
ら
、
実
際
に
は
無
条
件
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
抽
象
的
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
仮
象
的
な
も
の
、
つ
ま
り
そ
の
反
対
物
に
戻
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
唯
一
無
二
の

0

0

0

0

0

掟
は
、
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の

0

0

0

0

0

掟
を
必
要
と
し
ま
す
が
、
も
ろ
も
ろ
の

0

0

0

0

0

掟
は
唯
一
無
二
の

0

0

0

0

0

掟
を
否
定
し
、
少
な

く
と
も
お
び
や
か
し
、
時
に
は
そ
れ
を
堕
落
さ
せ
、
悪
化
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
も
ろ
も
ろ
の

0

0

0

0

0

掟
は
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
）
49
（
す
。

す
な
わ
ち
、
無
条
件
な
歓
待
な
し
に
は
い
か
な
る
種
類
の
歓
待
を
構
想
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
し
て
や
条
件
付
き
の
歓
待
の
、
そ
の
条

件
を
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
方
で
無
条
件
な
歓
待
も
ま
た
条
件
付
き
の
歓
待
と
い
う
具
体
的
な
掟
の
内
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と

を
要
請
す
る
。
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
こ
う
し
た
限
定
に
よ
っ
て
無
条
件
な
も
の
が
、
あ
る
条
件
の
な
か
へ
再
び
‐
書
き
込
ま
れ
な
く
て

は
な
ら
な
）
50
（

い
」
の
で
あ
り
「
さ
も
な
く
ば
何
事
も
存
在
）
51
（

し
」
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
こ
の
唯
一
無
二
の
掟
が
も
ろ
も

ろ
の
掟
に
よ
っ
て
掘
り
崩
さ
れ
る
可
能
性
を
引
き
受
け
て
、
こ
れ
を
掟
の
「
堕
落
＝
倒
錯
の
可
能
性
」
と
呼
び
、
本
質
的
な
も
の
で
あ
る

と
す
）
52
（

る
。
こ
の
「
堕
落
＝
倒
錯
の
可
能
性
」
は
逃
れ
が
た
く
法
の
構
造
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
無
条
件
な
歓
待
の
義
務
は
（
そ
れ
が
あ
る
と
す
れ
ば
）
端
的
に
言
っ
て
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
他
者
を
誰
か
れ
構
わ
ず
迎
え
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入
れ
る
よ
う
な
義
務
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
欺
瞞
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
条
件
な
歓
待
を
義
務
で
は
な
く
、
主

体
の
他
者
へ
の
「
無
条
件
な
開
か
れ
」
と
い
う
構
造
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
誰
か
れ
構
わ
な
い
と
い
う
無
条
件
さ
が

な
け
れ
ば
、
誰
を
ど
の
よ
う
に
迎
え
入
れ
る
の
か
と
い
う
条
件
を
決
め
る
必
要
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
誰
を
現
実
に
歓
待

す
る
の
か
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
決
断
、
倫
理
、
道
徳
、
法
、
政
治
と
い
う
領
域
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
こ
に
デ
リ
ダ
に
お

い
て
繰
り
返
し
出
現
す
る
、（
計
算
）
不
可
能
性
が
（
計
算
）
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
読
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

無
条
件
な
歓
待
は
司
法
的
で
も
政
治
的
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
な
が
ら
政
治
的
な
も
の
と
司
法
的
な
も
の
の
条
件
で
す
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
理

由
か
ら
、
無
条
件
な
歓
待
が
な
ん
ら
か
の
決
定
＝
決
断
に
依
拠
す
る
こ
と
さ
え
な
い
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
が
倫
理
的
な
も
の
か
ど
う
か
す
ら
分
か
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
歓
待
な
し
に
ど
ん
な
「
倫
理
」
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
）
53
（
？

そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
に
お
い
て
歓
待

―
と
り
わ
け
無
条
件
な
歓
待

―
は
、
そ
れ
自
体
が
倫
理
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
無
条
件
な
歓
待
と

条
件
付
き
の
歓
待
と
の
関
係
を
興
味
深
い
仕
方
で
読
み
込
ん
で
い
る
の
が
や
は
り
ヘ
グ
ル
ン
ド
で
あ
る
。

（
…
…
）
デ
リ
ダ
自
身
の
無
条
件
な
歓
待
の
観
念
が
指
し
示
す
の
は
、
つ
ね
に
暴
力
的
で
あ
り
え
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
べ
き
か
を
前
も
っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
先
取
り
不
可
能
な
も
の
へ
の
曝
さ
れ
で
あ
る
。
他
な
る
も
の
へ
の
「
歓
待
」
が
無
条
件
で
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
歓

待
が
そ
の
も
の
と
し
て
理
想
的
な
い
し
倫
理
的
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く

0

0

0

0

、
ひ
と
は
暴
力
的
な
訪
れ
を
必
然
的
に
被
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
う
え
な

く
条
件
を
課
す
よ
う
な
歓
待
で
あ
っ
て
も
、
当
の
歓
待
を
崩
壊
さ
せ
う
る
も
の
に
対
し
て
無
条
件
に
歓
待
し
て
い
る
の
だ
。
私
が
誰
か
に
扉
を
開
く
と

き
、
彼
／
彼
女
あ
る
い
は
そ
れ
に
私
が
課
そ
う
と
す
る
ル
ー
ル
の
如
何
に
よ
ら
ず
、
私
は
自
ら
の
家
や
生
を
破
壊
す
る
か
も
し
れ
な
い
者
に
対
し
て
開

か
れ
る
の
で
あ
）
54
（
る
。
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こ
こ
で
ヘ
グ
ル
ン
ド
は
、
無
条
件
な
歓
待
と
条
件
付
き
の
歓
待
と
を
対
立
さ
せ
、
両
者
を
別
個
の
規
範
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
強
力
に

抵
抗
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
両
者
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
条
件
付
き
の
歓
待
が
営
ま

れ
て
い
る
そ
の
瞬
間
に
も
、
無
条
件
な
歓
待
は
こ
れ
に
棲
み
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
歓
待
が
倫
理
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
倫
理
が
歓
待
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
無
条
件
な
歓
待
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
倫
理
も
、
法
権

利
も
、
政
治
も
用
無
し
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
法
権
利
や
政
治
と
い
う
安
定
的
な
制
度
が
必
要
な
の
は
、
無
条
件
な
歓
待
と
い
う
不
安
定
な

基
礎
が
そ
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
安
定
性
が
自
然
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
安
定
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
り
、
安
定
化
が
必
要
に
な
る
の
は
不
安
定
性

が
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。
安
定
性
が
必
要
な
の
は
混
沌
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
う
い
う
混
沌
や
不
安
定
性
は
根
本
的
で
あ
り
、
根
底
を
な
す
も
の
で

あ
っ
て
消
去
不
可
能
で
あ
り
、
当
然
に
も
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
法
律
、
規
則
、
慣
習
、
政
治
や
当
座
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
よ
っ
て
戦
う
最
悪
の
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
、
変
革
し
て
安
定
性
を
揺
る
が
す
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま
す
。
連
続
的
な
安
定
性
が
あ
れ
ば
政
治
は

不
必
要
で
あ
り
、
安
定
性
が
当
然
の
も
の
で
な
く
、
本
質
的
、
実
質
的
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
政
治
が
存
在
し
、
倫
理
が
可
能
に
な
る
の
で

あ
り
ま
す
。
混
沌
は
一
つ
の
危
険
で
あ
る
と
と
も
に
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も
の
と
が
相
交
わ
る

の
で
）
55
（

す
。

不
安
定
な
も
の
が
あ
る
限
り
、
そ
の
安
定
化
の
方
向
は
ふ
と
し
た
拍
子
に
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
デ
リ
ダ
は
そ
う
し
た

可
能
性
に
賭
け
て
い
る
。
無
条
件
で
、
不
安
定
な
も
の
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
変
化
も
、
新
し
さ
も
、
未
来
も
引
き
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
だ
。
そ
し
て
不
安
定
な
も
の
、
無
条
件
な
も
の
が
意
味
す
る
の
は
政
治
の
消
滅
で
は
な
い
。
そ
れ
が
意
味
す

る
の
は
、
む
し
ろ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
政
治
の
肯
定
で
あ
る
。
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四
　
カ
ン
ト
歓
待
論
の
脱
構
築

―
デ
リ
ダ
に
よ
る
カ
ン
ト
歓
待
論
批
判
の
要
点

　
そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
を
再
び
、
条
件
付
き
の
歓
待
の
方
向
へ

―
カ
ン
ト
の
方
向
へ

―
と
向
き
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ

う
。
デ
リ
ダ
は
素
朴
に
も
「
私
は
啓
蒙
の
味
方
、
進
歩
の
味
方
で
あ
り
、「
進
歩
主
義
者
」
で
）
56
（

す
」
と
告
白
し
て
お
り
、
晩
年
に
は
ユ
ル

ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
宣
言
に
署
名
を
残
し
て
い
）
57
（
る
。
デ
リ
ダ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
執
筆
し
た
こ
れ
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
国
際
社
会

の
ビ
ジ
ョ
ン
が
自
身
の
も
の
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
テ
ク
ス
ト
は

―
容
易
に
知
ら
れ
る
と
お
り

―
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
。
私
自
身
、
可
能
な
ら
ば
自
ら
の
テ
ク

ス
ト
を
書
き
た
か
っ
た
が
、
個
人
的
な
事
情
に
よ
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
私
は
、
こ
の
ア
ピ
ー
ル
に
と
も
に
署
名
す
る

こ
と
を
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
申
し
出
た
。
私
は
こ
の
文
章
の
主
要
な
前
提
条
件
と
観
点
と
を
共
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
を
も
超
え
た
、
あ
ら
た
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
責
任
を
規
定
す
る
こ
と
、
国
際
法
と
そ
の
諸
機
関
、
と
り
わ
け
国
連
が
持
つ

意
味
の
再
確
認
と
、
そ
の
有
効
な
再
編
へ
の
呼
び
か
け
。
さ
ら
に
、
国
家
権
力
分
散
の
た
め
の
あ
ら
た
な
ア
イ
デ
ア
と
あ
ら
た
な
実
践
、
な
ど
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
字
義
通
り
と
は
い
え
な
く
と
も
、
精
神
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
）
58
（

だ
。

　
こ
の
よ
う
な
デ
リ
ダ
の
身
振
り
は
、
カ
ン
ト
の
歓
待
論
を
手
厳
し
く
批
判
す
る
デ
リ
ダ
の
そ
れ
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
、
カ
ン
ト
派
と
し
て
デ
リ
ダ
に
応
答
し
て
い
る
ギ
ャ
レ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
議
論
を
み
て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
デ
リ
ダ

に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
の
一
つ
は
歓
待
が
訪
問
の
権
利
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
主
と
し
て
こ
の

点
を
デ
リ
ダ
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
の
要
点
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
的
な
歓
待
の
諸
々
の
法
が
十
全
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン



法学政治学論究　第119号（2018.12）

524

的
正
義
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
影
響
を
与
え
あ
う
人
々
の
間
に
最
小
限
の
倫
理
的
な
交
流
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

し
て
カ
ン
ト
の
構
想
を
擁
護
す
る
の
だ
）
59
（

が
、
明
ら
か
に
こ
う
し
た
応
答
は
デ
リ
ダ
が
カ
ン
ト
よ
り
も
高
い
要
求
を
歓
待
に
対
し
て
課
し
て

い
る
と
ブ
ラ
ウ
ン
が
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
だ
。
こ
の
と
き
デ
リ
ダ
の
無
条
件
な
歓
待
が
カ
ン
ト
の
構
想
と
は
別
様
の
規
範

と
し
て
暗
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

　
国
際
関
係
学
の
立
場
か
ら
読
解
す
る
ル
ネ
・
ジ
ェ
フ
ェ
リ
ー
も
、
カ
ン
ト
と
デ
リ
ダ
を
対
立
さ
せ
る
見
方
を
取
る
。
ジ
ェ
フ
ェ
リ
ー
は

デ
リ
ダ
が
実
際
に
は
無
条
件
な
歓
待
を
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
無
条
件
な

歓
待
を
倫
理
と
し
て
位
置
付
け
（ethics of hospitality

あ
る
い
はethics as hospitality

）、
こ
れ
を
カ
ン
ト
の
政
治
的
な
歓
待
（politics of 

hospitality

）
と
区
別
し
た
う
え
で
、
対
置
さ
せ
て
し
ま
）
60
（

う
。
そ
し
て
、
無
条
件
な
歓
待
に
お
い
て
主
人
は
リ
ス
ク
に
対
し
て
開
か
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
歓
待
は
「
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
歓
待
は
リ
ス
ク
の
軽
減
（the m

itigation of 

risk

）
を
必
然
的
に
伴
う
こ
と
に
な
る
と
主
張
す
）
61
（

る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
無
条
件
な
歓
待
と
条
件
付
き
の
歓
待
が
切
り
離
し
う
る
と
い
う

こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
事
態
は
ま
っ
た
く
の
逆
で
あ
る
。
ヘ
グ
ル
ン
ド
の
指
摘
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
か

に
歓
待
を
条
件
付
け
よ
う
と
も
、
ひ
と
た
び
門
戸
を
開
い
て
し
ま
え
ば
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
は
（
チ
ャ
ン
ス
と
と
も
に
）
つ
ね
に
あ
ら
ゆ

る
歓
待
に
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。

　
ブ
ラ
ウ
ン
の
議
論
に
戻
ろ
う
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
カ
ン
ト
が
実
際
に
は
庇
護
に
関
す
る
広
範
な
権
利
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
こ
と
を
挙

げ
る
な
）
62
（
ど
、
一
貫
し
て
カ
ン
ト
歓
待
論
が
幅
広
い
歓
待
の
権
利
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
デ
リ
ダ
へ
の
応
答
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
応
答
が
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
る
の
は
デ
リ
ダ
に
よ
る
次
の
指
摘
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

普
遍
的
歓
待
の
世
界
市
民
的
権
利
の
思
想
家
、『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
「
第
三
確
定
条
項
」
の
著
者
が
、
自
分
が
立
て
、
決
定
し
た
も
の
の
可
能

性
そ
の
も
の
を
、
根
本
か
ら
破
壊
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
そ
れ
も
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
言
説
の
法
的
な
性
格

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ0
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の
歓
待
の
原
理
が

0

0

0

0

0

0

0

、
法
＝
権
利
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
基
づ
い
て
い
ま
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
）
63
（

す
な
わ
ち
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
カ
ン
ト
歓
待
論
に
対
す
る
批
判
の
要
点
は
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
が
歓
待
を
法
権
利
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
の
み

構
想
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
デ
リ
ダ
の
想
定
よ
り
も
、
カ
ン
ト
が
幅
広
い
歓
待
に
関
す
る
権
利
を
想
定
し
て
い
た

の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
上
述
の
よ
う
な
デ
リ
ダ
の
根
本
的
な
批
判
に
対
す
る
応
答
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
諸
権
利
の
拡
充

が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
デ
リ
ダ
も
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
諸
権
利
の
拡
充
が
無
条
件
な
歓
待

に
接
近
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
無
条
件
な
歓
待
を
理
解
し
て
し
ま
う
と
、
デ

リ
ダ
が
そ
れ
を
新
た
に
提
示
し
た
意
味
も
ま
た
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
デ
リ
ダ
は
無
条
件
な
歓
待
と
条
件
付
き
の
歓
待
を
競
わ
せ
て
、
ど
ち
ら
の
方
が
よ
り
優
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
議
論
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
読
解
の
中
で
問
い
た
だ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
条
件
付
き
の
歓
待
が
悪
で
あ
る
な
ど

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
が
あ
く
ま
で
法
権
利
の
枠
組
み
で
歓
待
を
基
礎
付
け
、
こ
れ
を
法
権
利
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

信
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
カ
ン
ト
は
歓
待
を
二
つ
の
権
利
に
分
割
し
、
情
念
が
介
在
す
る
余
地
を
許
さ
な
い
。
デ
リ
ダ
は
カ

ン
ト
哲
学
が
孕
む
分
割
可
能
性
、
純
粋
性
、
人
が
叡
知
的
で
法
的
な
主
体
へ
と
神
聖
化
さ
れ
る
こ
と
へ
の
志
向
そ
の
も
の

0

0

0

0

を
問
題
と
す
る

の
で
あ
る
。

　
議
論
を
デ
リ
ダ
の
『
パ
ッ
シ
ョ
ン
』
に
移
そ
う
。
デ
リ
ダ
は
明
示
的
に
こ
の
著
作
が
カ
ン
ト
哲
学
と
の
対
決
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
デ
リ
ダ
が
歓
待
に
つ
い
て
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
を
開
催
す
る
数
年
前
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
デ
リ
ダ

が
カ
ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
読
解
し
て
い
た
の
か
を
知
る
良
い
手
が
か
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
　

　
デ
リ
ダ
の
こ
こ
で
の
問
い
か
け
は
単
純
で
あ
る
。
あ
る
「
友
愛
」
や
「
礼
儀
正
し
さ
」
の
動
作
が
、
あ
る
規
則
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
友
情
あ
る
も
の
で
も
礼
儀
正
し
く
も
な
）
64
（
い
。
ひ
と
は
義
務
に
よ
っ
て
友
好
的
で
あ
っ
て
も
い
け
な
い
し
、
礼
儀
正
し
い
の
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で
も
い
け
な
い
。
デ
リ
ダ
は
こ
こ
で
「
義
務
に
応
じ
て
ふ
る
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
義
）
65
（
務
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
カ
ン
ト
の
言
い
方
を
踏
ま
え
れ
ば
、
義
務
に
従
っ
て
行
為
し
て
は
な
ら
な
い
、
さ
ら
に
は
義
務
か
ら
発
し
て
で
あ
っ
て
も
行
為
し
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
義
務
が
あ
る
の
だ
ろ
う
）
66
（
か
」
と
問
う
の
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
よ
り
も
慎
重
に
掟
と
情
念
と
の
関
係
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
そ
こ
に
「
二
重
と
な
っ
た
義
務

0

0

」）
67
（

が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
の
義
務
論
に
抗
し
て
脚
注
の
中
で
、
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

「
義
務
に
順
応
し
て
」
と
い
う
こ
と
と
、「
義
務
か
ら
発
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
も
混
ざ
り
合
い
、
お
互
い
に
染
め
合
っ
て
い
る
状
態
を
、
厳

密
な
仕
方
で
解
消
し
、
混
交
を
整
理
し
、
区
別
す
る
こ
と
は
、
期
待
し
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
（「
義
務
に
順
応
し
て
」）
を
構
成
す
る
ミ
メ
シ
ス

と
、
他
方
（「
義
務
か
ら
発
し
て
」）
を
構
成
す
る
非
ミ
メ
シ
ス
は
、
截
然
と
は
区
切
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
ミ
メ
シ
ス
と
い
う
こ
と
に
伴
う
反
復
性
の

原
理
に
よ
っ
て
つ
ね
に
一
方
が
他
方
へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。（
…
…
）
い
ま
仮
に
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
（
模
擬
、
擬
態
）
の
可
能
性
、
お
よ
び
外

部
的
反
復
の
可
能
性
を
廃
棄
し
て
み
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
法
そ
の
も
の
、
義
務
そ
の
も
の
の
可
能
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ

ら
の
再
帰
の
可
能
性
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
義
務
の
純
粋
性
に
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
反
復
性
に
は
、
原
理
的
に
非
純
粋
性
が
内
属
し
て

い
る
の
で
あ
）
68
（
る
。

デ
リ
ダ
は
カ
ン
ト
に
抗
し
て
も
の
ご
と
の
非
純
粋
な
あ
り
方
を
指
摘
す
る
。
何
ご
と
も
、
互
い
に
関
係
し
合
う
こ
と
な
く
存
在
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
の
デ
リ
ダ
に
お
け
る
非
純
粋
性
、「
汚
染
の
法
〔the law

 of contam
inat

）
69
（ion

〕」
に
注
目
し
て
い
る
の
が
ヘ
グ
ル
ン
ド
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
見
方
を
補
足
す
る
う
え
で
彼
の
一
節
を
引
い
て
お
こ
う
。

だ
が
私
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
よ
う

―
つ
ま
り
、
デ
リ
ダ
は
概
念
の
イ
デ
ア
的
純
粋
さ
の
う
ち
に
汚
染
の
必
然
性
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
た
め
に
、
あ
れ
こ
れ
の
概
念
の
イ
デ
ア
的
純
粋
さ
を
分
析
し
て
い
る
の
だ
）
70
（
と
。
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デ
リ
ダ
が
カ
ン
ト
の
内
に
読
み
込
む
の
は
、
カ
ン
ト
が
純
粋
な
も
の
と
し
て
定
式
化
し
た
諸
々
の
概
念
の
非
純
粋
性
で
あ
る
。
も
の
ご
と

は
純
粋
な
も
の
と
し
て
描
き
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
デ
リ
ダ
の
議
論
の
核
心
に
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
分
割
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
を

分
割
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
デ
リ
ダ
の
思
想
が
示
す
の
は
、
分
割
不
可
能
で
、
幾
重
に
も
反
覆
さ
れ
、
重
層
化
さ
れ
た

場
に
留
ま
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
議
論
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
分
割
可
能
性
＝
純
粋
性
＝
神
聖
性
の
境
界
を
攪
乱
す
る
。

掟
と
情
念
、
訪
問
の
権
利
と
客
人
の
権
利
と
い
う
分
割
は
も
は
や
妥
当
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、
新
た
な
関
係
性
の
も
と
に
両
者
は
再
構

築
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
単
に
礼
儀
正
し
い
の
は
、
礼
儀
作
法
に
よ
っ
て
礼
儀
正
し
い
の
は
、
非
礼
な
の
だ
。
だ
か
ら
私
た
ち
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
規
則
と
は
、
ひ

と
が
行
為
す
る
と
き
、
単
に
規
範
を
告
げ
る
規
則
に
従
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
さ
ら
に
は
そ
ん
な
規
則
の
名
に
お
い
て
も
、
そ

れ
へ
の
尊
敬
に
よ
っ
て
も
ふ
る
ま
う
こ
と
の
な
い
よ
う
な
仕
方
で
行
為
せ
よ
と
命
じ
る
規
則
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
規
則
は
、
回
帰
的
＝
反
覆
的
で
あ

り
、
構
造
自
体
に
よ
る
も
の
で
、
一
般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
た
び
ご
と
に
独
特
な
、
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
範
例
的
な
の
で
あ
）
71
（

る
。

即
座
に
二
重
化
さ
れ
た
義
務
、
こ
の
不
純
で
汚
染
さ
れ
た
、
互
い
に
関
係
し
合
う
場
に
留
ま
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
歓
待
の
場
に
そ
の
豊

か
な
内
実
を
甦
ら
せ
、
新
た
な
歓
待
の
掟
を
そ
の
都
度
発
明
す
る
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

―
歓
待
論
の
展
望

　
カ
ン
ト
は
歓
待
を
公
的
な
掟
、
法
権
利
と
し
て
と
ら
え
た
。
そ
れ
は
私
的
な
歓
待
で
も
な
け
れ
ば
、
情
念
か
ら
く
る
歓
待
で
も
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
歓
待
を
徹
底
し
て
法
権
利
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
普
遍
的
な
権
利
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
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こ
と
は
確
か
に
偉
大
な
試
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
歓
待
が
孕
む
両
義
的
な
性
質
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
平
和
を

生
み
出
す
と
い
う
性
質
と
、
秩
序
を
破
壊
し
脅
威
を
招
き
入
れ
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
が
施
し
た
操
作
は
、
こ
れ
を
二

つ
の
権
利
に
分
割
す
る
こ
と
で
、
こ
の
潜
在
的
な
危
険
を
統
御
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
歓
待
の
両
義
的
な
性
質
が
切

り
離
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
、
平
和
と
戦
争
と
を
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
否
定
の

状
態
と
し
て
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
ン
ト
は
自
身
が
思
い
描
い
た
普
遍
的
歓
待
の
原
則
を
捻
じ

曲
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
権
利
の
思
想
家
は
こ
の
カ
ン
ト
の
遺
産
を

―
と
き
に
批
判
的
に
で
は
あ
る
が

―
相
続
し
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
相
続
が
意
味
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
枠
組
み
に
抗
し
て
歓
待
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
る
。
法
権
利

に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
歓
待
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
権
利
の
目
録
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
の
目
録
か
ら
つ
ね
に
逃
れ
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
に
ど
の
よ
う
に

向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
デ
リ
ダ
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
歓
待
の
占
め
る
よ
り
複
雑
な
場
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
歓
待
論
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
歓
待
を
法
権
利

と
い
う
純
粋
な
形
式
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
二
つ
の
権
利
に
分
割
す
る
こ
と
も

―
い
か
に
、
カ
ン
ト
が
シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
ク
に
立
論
し
よ
う
と
も

―
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
確
認
し
て
き
た
。
カ
ン
ト
が
歓
待
の
権
利
の
根

拠
を
地
球
の
共
同
所
有
と
い
う
あ
る
種
の
自
然
法
に
求
め
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
デ
リ
ダ
に
お
い
て
は
無
条
件
な
歓
待
が
歓
待
の
権
利
を
呼

び
起
こ
す
の
で
あ
る
。
歓
待
の
権
利
を
拡
充
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
無
条
件
な
歓
待
に
一
歩
近
づ
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

否
、
無
条
件
な
歓
待
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
歓
待
の
権
利
を

―
そ
れ
ゆ
え
条
件
付
き
の
歓
待
を

―
生
み
出
す
場
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

掛
け
値
な
し
に
徹
底
的
な

―
す
な
わ
ち
、
法
へ
の
敬
意
も
、
義
務
へ
の
忠
誠
も
、
情
念
の
抑
圧
も
、
共
同
体
へ
の
犠
牲
も
な
い

―
定

言
的
な
歓
待
の
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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（
1
）  

カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』（
宇
都
宮
芳
明
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
五
年
）、
四
九
頁
。
原
文
を
参
照
の
う
え
、〔
　
〕
内
は
引
用
者
に

よ
る
。

（
2
）  

同
前
。
原
文
を
参
照
の
う
え
、〔
　
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
3
）  
カ
ン
ト
「
人
倫
の
形
而
上
学
」（
樽
井
正
義
、
池
尾
恭
一
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
一
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
〇
四
頁
。

（
4
）  
カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』、
五
〇
頁
。

（
5
）  
カ
ン
ト
「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
二
〇
五
頁
。

（
6
）  

カ
ン
ト
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』、
四
九
頁
。
原
文
を
参
照
の
う
え
、〔
　
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
7
）  

同
、
五
一
頁
。

（
8
）  

同
、
五
〇
頁
。

（
9
）  

ル
ネ
・
シ
ェ
レ
ー
ル
『
歓
待
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
安
川
慶
治
訳
、
現
代
企
画
室
、
一
九
九
六
年
）、
五
九
頁
。

（
10
）  

カ
ン
ト
「
人
間
愛
か
ら
噓
を
つ
く
権
利
と
称
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
」（
谷
田
信
一
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
三
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
二
年
）、
二
五
五
〜
六
頁
。

（
11
）  

同
、
二
五
六
頁
。

（
12
）  

同
、
二
五
五
頁
。

（
13
）  

同
前
。

（
14
）  

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
中
山
元
訳
、
光
文
社
、
二
〇
一
二
年
）、
四
三
頁
。

（
15
）  

同
、
四
三
〜
四
頁
。〔
　
〕
内
は
引
用
者
。

（
16
）  

セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
『
他
者
の
権
利
』（
向
山
恭
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
八
頁
。

（
17
）  

同
、
二
九
頁
。

（
18
）  

ル
ネ
・
シ
ェ
レ
ー
ル
『
歓
待
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
』、
七
七
頁
。

（
19
）  

セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
『
他
者
の
権
利
』、
二
五
頁
。

（
20
）  

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
』（
大
屋
定
晴
ほ
か
訳
、
作
品
社
、
二
〇
一
三
年
）、
三
九
頁
。

（
21
）  

同
、
三
八
頁
。

（
22
）  

同
、
五
三
〜
四
頁
。
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（
23
）  

同
、
五
四
頁
。

（
24
）  

ル
ネ
・
シ
ェ
レ
ー
ル
『
歓
待
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
』、
六
一
頁
。

（
25
）  

カ
ン
ト
と
ス
ト
ア
派
哲
学
と
の
関
係
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
両
者
の
違
い
は
情
念
の
と
ら
え
方
に

あ
る
と
い
う
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
ス
ト
ア
派
に
よ
る
情
念
の
分
析
を
カ
ン
ト
が
取
り
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
情

念
に
対
す
る
姿
勢
が
カ
ン
ト
の
歓
待
論
に
も
表
れ
て
い
る
（
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
「
カ
ン
ト
と
世
界
市
民
主
義
」
田
辺
俊
明
ほ
か
訳
、『
カ
ン

ト
と
永
遠
平
和
』
所
収
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ボ
ー
マ
ン
、
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ル
ッ
ツ
‐
バ
ッ
ハ
マ
ン
編
、
未
來
社
、
二
〇
〇
六
年
、
六
七
頁
）。

（
26
）  

林
好
雄
、
廣
瀬
浩
司
『
知
の
教
科
書
　
デ
リ
ダ
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
一
七
九
頁
。

（
27
）  Jacques D

errida et Anne D
ufourm

antelle, D
e l

’hospitalité 

（Calm
ann-Lévy, 1997

）, p. 31. 

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
歓
待
に
つ
い

て
』
廣
瀬
浩
司
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
八
年
、
六
九
頁
）。〔
　
〕
内
は
引
用
者
。
邦
訳
は
産
業
図
書
版
も
参
照
。

（
28
）  G

iovanna Borradori, Jürgen H
aberm

as and Jacques D
errida, Philosophy in a Tim

e of Terror 

（Chicago: The U
niversity of 

Chicago Press, 2003

）, p. 128.

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
ほ
か
『
テ
ロ
ル
の
時
代
と
哲
学
の
使
命
』
藤
本
一
勇
、
澤
里
岳
史
訳
、
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
四
年
、
一
九
八
頁
）。

（
29
）  Ibid.

（
邦
訳
、
同
前
）。

（
30
）  

た
と
え
ば
次
の
デ
リ
ダ
に
よ
る
記
述
を
参
照
の
こ
と
。「（
…
…
）
歓
待
権
を
持
つ
異
邦
人
が
、
世
界
市
民
的
な
伝
統
に
お
い
て
最
も
強
力
な
形

を
取
る
の
は
、
カ
ン
ト
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
読
み
、
読
み
直
し
た
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
異
邦
人
と
は
、
彼
を

受
け
入
れ
る
た
め
に
は
ま
ず
そ
の
名
を
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
誰
か
な
の
で
す
。
彼
に
対
し
て
は
、
法
廷
に
お
け
る
証

言
者
の
よ
う
に
、
お
の
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
名
乗
り
、
保
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
問
い
か
け
ら
れ
、
要
求
を
突
き
つ
け

ら
れ
る
よ
う
な
誰
か
な
の
で
す
が
、
こ
の
最
初
の
要
求
、
最
低
限
の
要
求
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。「
お
前
は
何
と
い
う
名
前
な
の
か
」、
そ

し
て
「
お
前
は
私
に
自
分
の
名
前
を
言
い
、
こ
の
要
求
に
応
え
る
（répondre à cette dem

ande

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
に
責
任
を
持
ち

（répondre de toi

）、
法
と
主
人
（hôtes

）
の
前
に
お
い
て
責
任
が
あ
り
、
法
的
な
主
体
（sujet de droit

）
に
な
る
の
だ
」」（Jacques D

erri-
da, D

e l

’hospitalité, pp. 29 -31.

邦
訳
、
六
八
頁
）。

（
31
）  

デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
中
で
、
歓
待
が
権
利
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
可
能
性
と
限
界
を
同
時
に
率
直
な
仕
方
で
認
め
て
い
る
。「
歓

待
を
受
け
る
権
利
は
、「
家
族
の
中
の
＝
内
輪
の
」
異
邦
人
、
つ
ま
り
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ネ
ー
ム
で
代
表
さ
れ
、
保
護
さ
れ
て
い
る
異
邦
人
に
た
い

し
て
差
し
出
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
歓
待
へ
の
権
利
は
、
歓
待
そ
の
も
の
や
歓
待
に
よ
る
異
邦
人
と
の
関
係
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
あ
り
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ま
す
が
、
同
時
に
そ
れ
を
限
界
づ
け
、
禁
止
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
匿
名
の
到
来
者
（arrivant

）、
名
も
姓
も
持
た
ず
、
家

族
も
な
く
、
社
会
的
地
位
も
な
い
が
ゆ
え
に
、
異
邦
人
と
し
て
も
取
り
扱
わ
れ
ず
、
野
蛮
な
他
者
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
者
に
た
い
し
て
は
、
歓

待
は
提
供
さ
れ
な
い
の
で
す
か
ら
。（
…
…
）
異
邦
人
と
絶
対
的
他
者
の
差
異
、
そ
の
微
妙
な
差
異
の
ひ
と
つ
は
、
絶
対
的
他
者
は
名
前
も
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
ネ
ー
ム
も
持
て
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
」（Jacques D
errida, D

e l

’hospitalité, pp. 27 -9. 

邦
訳
、
六
五
〜
六
頁
）。

（
32
）  Jacques D

errida, Philosophy in a Tim
e of Terror, p. 128.

（
邦
訳
、
一
九
九
頁
）。

（
33
）  Ibid., p. 129. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
34
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
万
国
の
世
界
市
民
た
ち
、
も
う
一
努
力
だ
！
」（
港
道
隆
訳
、『
世
界
』
一
九
九
六
年
一
一
月
号
所
収
、
岩
波
書
店
）、

三
一
一
頁
。
引
用
に
際
し
て
訳
文
を
一
部
修
正
し
た
。

（
35
）  Jacques D

errida, D
e l

’hospitalité, p. 65. （
邦
訳
、
一
〇
〇
〜
一
頁
）。

（
36
）  Ibid., p. 29. （
邦
訳
、
六
六
〜
七
頁
）。

（
37
）  M

artin H
ägglund, Radical A

theism
 

（Stanford: Stanford U
niversity Press, 2008

）, p. 76. 

（
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ヘ
グ
ル
ン
ド
『
ラ
デ
ィ

カ
ル
無
神
論
』
吉
松
覚
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年
、
一
四
八
頁
）。

（
38
）  Sim

on Critchley, 

“Deconstruction and Pragm
atism

: Is D
errida a Private Ironist or a Public Liberal?,

” in Chantal M
ouffe 

（ed.

）, D
econstruction and Pragm

atism
 （London: Routledge, 1996

）, pp. 19 -40. （
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
「
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
」
青
木
隆
嘉
訳
、『
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
所
収
、
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
編
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
39
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
到
来
す
べ
き
も
の
か
？
」（
藤
本
一
勇
、
澤
里
岳
史
編
訳
、『
デ
リ
ダ
　
政
治
的
な
も
の
の
時

代
へ
』
所
収
、
フ
ェ
ン
・
チ
ャ
ー
、
ス
ザ
ン
ヌ
・
ゲ
ル
ラ
ク
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
二
七
九
頁
）。

（
40
）  

同
、
二
七
〇
、
二
八
三
頁
。

（
41
）  

ド
ゥ
ル
シ
ラ
・
コ
ー
ネ
ル
『
自
由
の
道
徳
的
イ
メ
ー
ジ
』（
吉
良
貴
之
、
仲
正
昌
樹
監
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
五
年
）、
一
一
二
頁
。

（
42
）  

同
、
一
一
六
頁
。

（
43
）  

デ
リ
ダ
に
よ
る
以
下
の
記
述
を
参
照
の
こ
と
。「
私
が
自
分
を
開
く
や
い
な
や
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
私
は
他
者
の
他

者
性
へ
の
《
迎
え
入
れ
》
を
行
な
う
の
で
あ
り
、
私
は
す
で
に
歓
待
の
態
勢
に
あ
る
の
で
す
」。
あ
る
い
は
「
歓
待
は
最
初
の
も
の
な
の
で
す
。

（
…
…
）
ま
さ
に
、
私
自
身
で
あ
る
前
に
、
私
は
そ
れ
で
あ
る
も
の
、
自
己

0

0ipse
で
あ
る
前
に
、
他
者
の
侵
入
が
、
私
自
身
へ
の
こ
の
よ
う
な
関

係
を
打
ち
立
て
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
私
は
、
他
者
の
侵
入
が
私
自
身
の
自
己
性
に
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先
行
し
た
か
ぎ
り
で
し
か
、
私
自
身
へ
の
、
私
の
《
自
宅
》
へ
の
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
言
葉
に

の
っ
て
』
林
好
雄
ほ
か
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
九
六
頁
）。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
主
体
が
主
体
た
る
た
め
に
は
つ
ね
に
す
で

に
他
者
を
前
提
と
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
主
人
が
我
が
家
で
歓
待
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
無
条
件
に
、
つ
ね
に
す
で
に
他
者
が
侵
入
し

て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
44
）  
ヘ
グ
ル
ン
ド
に
よ
る
引
用
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
な
ら
ず
者
た
ち
』（
鵜
飼
哲
、
高
橋
哲
哉
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）、
二
九
〇

頁
。

（
45
）  M

artin H
ägglund, Radical A

theism
, p. 31. （

邦
訳
、
六
一
〜
二
頁
）。〔
　
〕
内
は
引
用
者
。

（
46
）  

「
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
、
無
条
件
な
歓
待
を
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、
定
義
上
、
無
条
件
な
歓
待
を
組
織
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
起
こ
る
こ
と
が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
到
来
す
る
も
の
が
到
来
す
る
の
で
す
」（Jacques D

errida, Philosophy in a 
Tim

e of Terror, p. 129. 
邦
訳
、
一
九
九
頁
）。
あ
る
い
は
、「
そ
し
て
私
は
も
う
一
度
、
無
条
件
な
歓
待
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
言
い
た
い
と

思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
歓
待
か
ら
ル
ー
ル
を
決
定
し
た
り
ル
ー
ル
を
つ
く
っ
た
り
す
る
の
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
理
由
は

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
や
っ
て
来
て
し
ま
う
ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
、
私
が
家
を
開
き
、
国
家
や
国
土
を
開
く
こ
と
を
ル
ー
ル
と
し
て
決
定
す
る

の
は
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。（
…
…
）
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
歓
待
が
原
理
上
そ
う
あ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
」（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
デ
リ
ダ
、

脱
構
築
を
語
る
』
谷
徹
、
亀
井
大
輔
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
、
一
二
一
頁
）。

（
47
）  

「
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
〔
無
条
件
な
歓
待
〕
は
法
的
な
＝
権
利
上
の
歓
待
を
非
難
し
た
り
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
そ
れ

を
絶
え
ま
な
い
進
歩
の
運
動
の
中
に
置
き
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
絶
対
的
な
歓
待
は
法
的
な
＝
権
利
上
の
歓
待
と
奇

妙
に
も
異
質
な
の
で
す
」（Jacques D

errida, D
e l

’hospitalité, p. 29. 

邦
訳
、
六
七
頁
。〔
　
〕
内
は
引
用
者
）。

（
48
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
デ
リ
ダ
、
脱
構
築
を
語
る
』、
一
一
九
頁
。〔
　
〕
内
は
引
用
者
。

（
49
）  Jacques D

errida, D
e l

’hospitalité, p. 75. （
邦
訳
、
一
〇
九
〜
一
〇
頁
）。〔
　
〕
内
は
引
用
者
。

（
50
）  Jacques D

errida, Philosophy in a Tim
e of Terror, pp. 129 -30. （

邦
訳
、
二
〇
〇
頁
）。

（
51
）  Ibid., p. 130. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
52
）  Jacques D

errida, D
e l

’hospitalité, p. 75. （
邦
訳
、
一
一
〇
頁
）。

（
53
）  Jacques D

errida, Philosophy in a Tim
e of Terror, p. 129. （

邦
訳
、
二
〇
〇
頁
）。

（
54
）  M

artin H
ägglund, Radical A

theism
, p. 104. （

邦
訳
、
二
〇
〇
頁
）。
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（
55
）  Jacques D

errida, 

“Rem
arks on D

econstruction and Pragm
atism

,

” in D
econstruction and Pragm

atism
, pp. 83 -4. （

ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
「
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
省
察
」、『
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
所
収
、
一
六
〇
〜
一
頁
）。

（
56
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
デ
リ
ダ
、
脱
構
築
を
語
る
』、
一
二
二
頁
。

（
57
）  
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
デ
リ
ダ
と
の
あ
い
だ
に
は
長
年
の
確
執
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
両
者
の
思
想
的
和
解
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

三
島
憲
一
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
デ
リ
ダ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」（『
早
稲
田
政
治
經
濟
學
雑
誌
』
第
三
六
二
号
、
二
〇
〇
六
年
一
月
、
四
〜
一
八
頁
）
を

参
照
。

（
58
）  

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
「
わ
れ
わ
れ
の
戦
後
復
興
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再
生
」（
瀬
尾
育
生
訳
、『
世
界
』
二
〇
〇
三

年
八
月
号
所
収
、
岩
波
書
店
、
八
八
〜
九
頁
）。

（
59
）  G

arrett W
allance Brow

n, 

“The Law
s of H

ospitality, A
sylum

 Seekers and Cosm
opolitan Right: A

 Kantian Response to 
Jacques D

errida,

” European Journal of Political Theory 9: 3 （2010

）, p. 316.

（
60
）  Renée Jeffery, 

“The W
olf at the D

oor: H
ospitality and the O

utlaw
 in International Relation,

” in G
ideon Baker （ed.

）, H
ospi-

tality and W
orld Politics （H

oundm
ills: Palgrave M

acm
illan, 2013

）, pp. 127 -9.

（
61
）  Ibid., pp. 139 -40.

（
62
）  G

arrett W
allance Brow

n, 

“The Law
s of H

ospitality, Asylum
 Seekers and Cosm

opolitan Right,

” p. 317.

（
63
）  Jacques D

errida, D
e l

’hospitalité, p. 65. （
邦
訳
、
一
〇
二
頁
）。
強
調
は
引
用
者
。

（
64
）  Jacques D

errida, Passions 

（Paris: G
alilée, 1993

）, p. 21. 

（
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
パ
ッ
シ
ョ
ン
』
湯
浅
博
雄
訳
、
未
來
社
、
二
〇
〇
三

年
、
一
五
頁
）。

（
65
）  Ibid., p. 22. （
邦
訳
、
一
六
頁
）。

（
66
）  Ibid. （
邦
訳
、
同
前
）。

（
67
）  Ibid., p. 21. （
邦
訳
、
一
五
頁
）。

（
68
）  Ibid., pp. 88 -9. （
邦
訳
、
九
二
〜
三
頁
）。

（
69
）  M

artin H
ägglund, Radical A

theism
, p. 36. （

邦
訳
、
七
〇
頁
）。

（
70
）  Ibid. （
邦
訳
、
七
〇
〜
一
頁
）。〔
　
〕
内
は
引
用
者
。

（
71
）  Jacques D

errida, Passions, pp. 24 -5.

（
邦
訳
、
一
九
頁
）。
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