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首
尾
一
貰
し
た

H

J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
『
Telos
』
誌
の
な
か
で
「
わ
た
し
は
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
仕
方
を

H
・
ア
ー
レ

(
l
)
 

ン
ト
か
ら
学
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
代
表
的
な
ア
ー
レ
ン
ト
学
者
の
一

(
2
)
 

人
で
あ
る

M
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
を
額
面
ど
お

り
受
け
取
れ
ば
二
人
の
見
解
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

ア
ー
レ
ン
ト
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
先
駆
者
で
あ
る
と
か
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
思
想
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
「
両
者
の
関
係
は
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
」
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
葉
を
用
い
つ
つ
も
、
自
分
自
身
の
議

論
を
展
開
す
る
う
え
で
諸
概
念
の
意
味
を
変
容
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
ア
ー
レ
ン
ト
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
か
、
あ

る
い
は
曲
解
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
の
こ
う
し
た
見
解
は

序

．
 
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想

ほ
ぼ
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
が
、

で
は
な
ぜ
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

一
言
で
言
え
ば
、
そ
れ
は

は
ア
ー
レ
ン
ト
を
曲
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
が
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
部
分
を
肯
定

し
他
の
あ
る
部
分
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
困
難
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
小
論
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
曲
解
を
手
が
か
り
に
し
て
ア
ー

レ
ン
ト
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
一
貰
性
を
保
っ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
た

め
に
、
（
一
）
ま
ず
「
曲
解
以
前
」
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
ま
と
め
た
い
。

（
二
）
次
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
曲
解
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
、

そ
れ
が
生
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
と
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
。
（
三
）
ア
ー

レ
ン
ト
の
思
想
は
判
断
力
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
な
お
一
貫
性
を
失
う

こ
と
は
な
く
、
必
然
的
に
共
同
体
感
覚
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

（
四
）
そ
の
結
果
、
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
の
近
さ
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
「
ア
ー
レ
ン
ト
が
言
お
う
と
し

た
こ
と
」
よ
り
も
「
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
曲
解
」
の
方
が
、
評
価
す
べ
き
内

容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
る
。

「
活
動
」
か
ら
「
共
同
体
感
覚
」
ま
で
を
批
判
す
る
試
み

舟

場

保

之
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S

O

 

カ

活
動
、
言
論
、
政
治
そ
し
て
自
由
は
、
人
間
の
複
数
性
と
い

う
条
件
に
対
応
し
て
い
る

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
論
じ
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
主
著
『
人
間
の
条
件
』

の
冒
頭
に
あ
る
分
類
か
ら
始
め
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
は

そ
こ
で
、
人
間
を
制
約
す
る
基
本
的
な
条
件
に
対
応
さ
せ
る
形
で
労
働

(
l
a
b
o
r
)
、
仕
事

(
w
o
r
k
)
、
活
動

(
a
c
t
i
o
n
)

と
い
う
三
つ
の
人
間
の
活

動
力

(activities)

を
論
じ
て
い
る
。
労
働
は
、
「
人
間
の
肉
体
の
生
物
学

的
過
程
」
に
対
応
す
る
活
動
力
で
あ
っ
て
、
「
労
働
の
人
間
の
条
件
は
生
命

そ
れ
自
体
」
で
あ
り
、
仕
事
は
、
「
人
間
存
在
の
非
自
然
性
」
に
対
応
す
る

(
3
)
 

活
動
力
で
あ
っ
て
、
「
仕
事
の
人
間
の
条
件
は
世
界
性
」
で
あ
る
(
H
C
7
)

。

両
者
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
力
に
よ
る
生
産
物
が
永
続
性
な
い
し

は
耐
久
性
を
も
つ
使
用
対
象
物
で
あ
る
か
（
仕
事
）
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
を

(
4
)
 

も
た
な
い
消
費
財
で
あ
る
か
（
労
働
）
、
と
い
う
点
に
見
ら
れ
る
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
は
人
間
が
人
間
に
対
し
て
行
使
す
る
活
動
力
で
は
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
活
動
は
、
「
事
物
や
事
柄
を
介
す
る
こ
と
な
く
人
と
人

と
の
間
で
直
接
的
に
行
使
さ
れ
る
唯
一
の
活
動
力
」
で
あ
っ
て
、
「
複
数
性

(plurality)
と
い
う
人
間
の
条
件
に
対
応
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

「
こ
の
複
数
性
こ
そ
が
全
政
治
的
生
活
の
必
要
条
件
に
し
て
最
高
の
条
件

で
あ
る
」
（
配
d.
）
と
続
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う

「
複
数
性
」
は
、
「
平
等
と
差
異
と
い
う
二
重
の
性
格
」

(
H
C
1
7
5
)

を

も
っ
て
い
る
。
人
間
は
相
互
に
平
等
で
な
け
れ
ば
理
解
し
合
う
こ
と
が
で

き
な
い
一
方
で
、
ま
た
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
と
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
自
身
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
言
論
を
用
い
た
り
活
動
し
た
り

(
5
)
 

す
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
言
論
を
用
い
る
こ
と

(
s
p
e
e
c
h
)
」

は
基
本
的
な
活
動
力
の
一
っ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(6) 

が
、
活
動
と
緊
密
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
活
動
力
を
行
使
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
「
た
ん
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ

ル
を
こ
え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
ユ
ニ
ー
ク
な
差
異
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
「
根
源
的
で
特
別
に
人
間
的
な
行
為
」
が
「
『
あ

な
た
は
だ
れ
で
す
か
』
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
を
同
時
に
含
ん
で
い

る
に
違
い
な
い
」

(
H
C
1
7
8
)

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
人
と
人
と
の
間

で」

(
H
C
1
8
2
)

言
論
を
用
い
る
こ
と
と
活
動
を
通
じ
て
、
そ
の
言
論
を

耳
に
し
活
動
を
目
に
す
る
他
者
た
ち
に
対
し
て
、
人
々
は
自
分
が
だ
れ
で

あ
る
の
か
を
示
し
、
他
者
た
ち
と
た
ん
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
露
わ
に
す

る
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
他
者
た
ち
と
競
っ
て
自
己
を
示

そ
う
と
す
る
情
熱
的
な
衝
動
」
こ
そ
は
「
都
市
国
家
に
通
常
見
出
さ
れ
る

政
治
概
念
を
支
え
て
い
る
」

(
H
C
1
9
4
)

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
他
な
ら

ぬ
「
政
治
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ポ
リ
ス
で
生
活
す
る
こ
と
」

(
H
C

(
7
)
 

2
6
)

な
の
で
、
「
政
治
と
は
一
っ
の
自
己
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
活
動
（
お
よ
び
言
論
を
用
い
る
こ
と
）

の
条
件
で
あ
る
人
間

114 



さ
て
、

の
複
数
性
が
、
同
時
に
「
全
政
治
生
活
の
必
要
条
件
に
し
て
最
高
の
条
件

で
あ
る
」
と
は
、
以
上
を
含
意
す
る
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
活
動
と
政
治
を
考
え
る
に
は
「
自
由
が
現
に

存
在
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
仮
定
す
る
」

(
B
P
F
1
4
6
)

必
要
が
あ
る
と

論
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
政
治
の
存
在
理
由
は
自
由
で
あ
り
、
活
動
に

お
い
て
自
由
が
経
験
さ
れ
る
」
(
i
b
起
．
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
由
と
は
一

体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

(
8
)
 

ま
ず
そ
れ
は
、
「
人
々
が
外
的
強
制
か
ら
逃
れ
、
自
由
だ
と
感
じ
る
内
的

空
間
」
(
i
b
i
d
.
)

と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
内
的
自
由
」

は
、
そ
も
そ
も
他
者
と
交
わ
る
世
界
に
お
い
て
自
由
が
否
定
さ
れ
た
と
き
、

他
者
に
は
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
内
面
性
が
発
見
さ
れ
、
こ
れ
へ
と
退

却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
派
生
的
な
」
(
i
b
i
d
.

）
自
由
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
は
「
思
考
の
属
性
な
い
し
は
意
志
の
特
性
」

(
B
P
F

1
4
8
)

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
自
由
は
、
あ

と
で
あ
る
。

る
「
自
由
人
の
状
態
」
（
配
d
.
)

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ア
ー
レ

ン
ト
は
指
摘
す
る
。
自
由
人
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
生
命
そ
の
も
の

を
維
持
す
る
た
め
の
必
要
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
同
じ

状
態
に
あ
る
他
者
と
共
に
あ
る
こ
と
」
、
「
共
通
の
公
共
空
間
」
(
i
b
i
d
.

）
が

必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
由
人
が
行
な
い
と
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
と
出

(
9
)
 

会
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
「
政
治
的
に
組
織
さ
れ
た
世
界
」

(
i
b
i
d
.

）
の
こ

で
は
そ
こ
で
自
由
人
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
自
由
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
」
「
自
発
性
」

(
B
P
F
1
6
6
)
 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
力
論
を
曲
解
す
る

権
力
論
も
ま
た
、
こ
の
つ
な
が
り
に
連
な
る
。

ユ
ニ
ー
ク
な
差
異
を
明
ら

か
に
す
る
先
述
の
「
言
論
を
用
い
る
こ
と
」
と
、
活
動
に
よ
っ
て
果
た
さ

れ
る
「
創
始
(
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
)

」（
H
C
1
7
6
)

と
に
内
容
上
重
な
っ
て
い
る
。

特
に
、
「
活
動
す
る
こ
と
」
は
、
最
も
一
般
的
に
は
「
創
始
す
る
こ
と
」
や

「
始
め
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(cf.RC
1
7
7
)

。
し

た
が
っ
て
、
「
自
由
で
あ
る
こ
と
と
活
動
す
る
こ
と
と
は
同
一
の
事
柄
で
あ

る」

(
B
P
F
1
5
3
)

と
言
わ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
り
、
「
活
動
に
お
い
て
自

由
が
経
験
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
「
政
治
は
―
つ
の
自
己
表
現
」

な
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
複
数
性
を
前
提
に
し
て
政
治
的
に
組
織
さ
れ

た
世
界
は
、
人
々
が
自
発
性
を
発
揮
で
き
る
状
態
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
領
域
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
存
在
す
る

理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
政
治
の
存
在
理
由
は
自
由
に

他
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
お
い
て
は
、
人
間
の
複
数
性
と

い
う
条
件
の
も
と
で
活
動
、
言
論
、
政
治
そ
し
て
自
由
が
密
接
な
つ
な
が

り
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ー
レ
ン
ト
独
特
の

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

M
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
T
・
パ
ー
ソ

ン
ズ
が
「
諸
目
的
を
実
現
さ
せ
る
潜
勢
力
」

(
P
P
P
2
3
0
)

と
し
て
権
力
を

の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
自
発
性
は
、
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理
解
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
力
概
念
は
こ
う
し
た
目
的

論
的
な
も
の
で
は
な
い
。
権
力
は
、
人
間
の
「
複
数
性
と
い
う
条
件
に
照

応
し
」
、
「
人
々
が
共
同
で
活
動
す
る
と
き
に
人
々
の
間
に
生
じ
」
、
「
人
々

が
共
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
す
る
」

(
H
C
p
p
.
2
0
0
)

と
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
活
動
は
労
働
お
よ
び
仕
事
か
ら
は
区

別
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
権
力
は
生
命
そ
の
も
の
を
維
持
す
る
必
要
か
ら
要

求
さ
れ
る
事
柄
も
含
め
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
々
の
自
発
性
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
、
人
々
が

自
発
性
を
発
揮
で
き
る
場
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
続
け
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
存
続
は
い
わ
ば
「
自
己
目
的
」

(
P
P
P
2
3
1
)

で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
権
力
が
実
現
さ
れ
る
場
面
で
は
、
人
々
の
言
葉
と
行
な
い
は
相
互
に

目
的
志
向
的
に
「
意
図
を
隠
し
」
「
関
係
を
そ
こ
な
い
こ
れ
を
破
壊
す
る
た

め
に
」
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
リ
ア
リ
テ
ィ
を
露
わ
に
し
」
「
関
係

を
樹
立
し
新
た
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
創
造
す
る
た
め
に
」

(
H
C
2
0
0
)

用
い

ら
れ
る
の
だ
し
、
権
力
の
表
明
で
あ
り
具
体
化
で
あ
る
す
べ
て
の
政
治
的

諸
制
度
は
、
言
葉
と
行
な
い
の
こ
う
し
た
あ
り
方
を
可
能
に
す
る
か
ぎ
り

自
己
目
的
的
に
存
在
す
る
と
言
え
よ
う

(
V
g
l
.
M
G
4
2
)

。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

は
、
こ
の
よ
う
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
権
力
の
形
成
を
目
的
論
的
な
行
為
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
よ
っ
て
説
明
し
て

い
る
と
解
釈
し
、
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
理
解
す

る
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
力
と
は
、
「
す
べ
て
の
当
事
者
に
と
っ
て
了
解
が
自
己

目
的
で
あ
る
よ
う
な
会
話
の
、
集
団
的
成
果
で
あ
る
」

(
P
P
P
2
3
1
)

。
し

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
は
、
発
話
す
る

チ
ャ
ン
ス
を
対
称
的
に
分
け
も
つ
話
し
手
、
聞
き
手
の
双
方
が
、
命
題
的

真
理
性
、
規
範
的
正
当
性
、
主
観
的
誠
実
性
と
い
う
三
つ
の
妥
当
性
要
求

に
関
し
て
、
よ
り
よ
き
論
証
に
よ
る
強
制
な
き
強
制
に
よ
っ
て
了
解
を
め

ざ
す
行
為
で
あ
る
。
掲
げ
ら
れ
る
妥
当
性
要
求
に
対
し
て
聞
き
手
が
疑
問

や
異
議
を
唱
え
る
と
き
、
話
し
手
は
自
己
の
発
言
が
妥
当
性
を
も
つ
理
由

を
挙
げ
こ
れ
を
認
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
を
め
ぐ
る

討
議
の
な
か
で
説
得
力
を
も
つ
論
証
が
行
な
わ
れ
、
両
者
は
合
理
的
に
了

(11) 

解
し
合
つ
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
施
し

た
解
釈
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
う
ち
に
「
政
治
的
な
問
題
に
関
す
る

合
理
的
な
合
意
の
可
能
性
」
を
読
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か

し
他
な
ら
ぬ
こ
の
可
能
性
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
二
人

(12) 

の
最
も
基
本
的
な
相
違
点
は
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
々
の
複
数
性
を

強
調
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
真
理
と
い
う
も
の
は
批
判
の
対
象
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
…
…
妥
当
性
を
主
張
す
る
仕
方
に

お
い
て
意
見
と
対
立
す
る
。
真
理
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
強
制
の
要
索
を

も
っ
て
い
る
」

(
B
P
F
2
3
9
)

か
ら
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
論
じ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
真
理
性
の
妥
当
性
要
求
と
論
証
に
よ
る
合

意
へ
の
「
強
制
」
は
、
多
様
な
意
見
を
―
つ
の
真
理
へ
と
収
倣
さ
せ
る
こ

と
を
意
味
し
、
人
々
の
複
数
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
無

論
、
個
々
人
が
他
者
を
前
に
し
て
自
発
的
に
自
己
の
意
見
を
述
べ
、
そ
れ

か
し
こ
れ
は
明
ら
か
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
誤
読
で
あ
る
。
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に
応
じ
た
行
な
い
を
し
て
い
れ
ば
自
ず
と
権
力
は
形
成
さ
れ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
過
程
で
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
相
互
に
影
響
を
与
え
合

い
、
行
な
い
は
修
正
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
々

が
共
同
で
活
動
す
る
と
き
に
創
出
さ
れ
る
権
力
は
、
人
々
の
合
理
的
で
普

逼
的
な
合
意
に
基
づ
い
た
成
果
な
の
で
は
な
く
、
「
同
じ
意
見
を
抱
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
人
の
数
」
を
決
め
手
と
す
る
「
意
見
の
強
さ
」

(
B
P
F
2
3
5
)
 

に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
権
力
の
不
可
欠
の
前
提
条
件
で
あ
る
「
意
見
」
と
対
立
す
る

も
の
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
主
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
に
帰
す
る
よ
う
な
哲

学
の
真
理
は
、
妥
当
性
に
関
し
て
「
意
見
に
よ
る
支
持
を
ま
っ
た
く
必
要

と
し
な
い
」

(
B
P
F
2
3
3
)

も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
真
理
概
念
に
対
し
て

否
定
的
な
ア
ー
レ
ン
ト
に
は
、
も
ち
ろ
ん
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
賛
同
す
る
こ

と
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、

理
想
的
な
発
話
状
況
を
先
取
り
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
発
言
の
真
理
性
、
正
当
性
、
誠
実
性
に
関

す
る
同
意
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
見
解
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
議
論
の
根

幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

マ
ス
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
権
力
概
念
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
観

点
か
ら
説
明
し
、
正
当
な
権
力
の
「
規
範
的
な
内
容
」

(
P
P
P
2
3
2
)

を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
み
が
誤
読
で
あ
る
こ
と

は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
基
本
的
な
相
違
点
が
明
ら
か
と

な
っ
た
時
点
で
明
白
で
あ
る
が
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
が
い
わ
ば
確
信
犯

的
に
誤
っ
た
読
み
を
し
曲
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
論
文
の
な
か
で

ア
ー
レ
ン
ト
に
対
し
て
な
さ
れ
る
批
判
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
論
で
は
、
権
力
を
創
出
す
る
際
の
人
々
の
自
発
性

が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
た
ん
な
る
幻
想
に
す
ぎ
な
い
か
ど
う
か
を
問
い

え
な
い
が
、
そ
れ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
厳
密
な

意
味
で
は
真
理
と
は
な
り
え
な
い
意
見
と
確
信
」

(
P
P
P
2
4
7
)

に
信
頼
を

寄
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
、
あ
る
権
力
が
正
当

か
正
当
で
な
い
か
は
あ
く
ま
で
意
見
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
権
力
の
根
拠
は
、
論
証
的
に
解
決
で
き
、
原
則
的
に
批
判
可
能
な
妥
当

性
要
求
が
実
際
に
承
認
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」

(
P
P
P
2
4
8
)

と
い
う

考
え
を
ア
ー
レ
ン
ト
に
帰
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
を
、

ス
は
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
の
権
力
形
成
の
議
論
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
議
論
を
関
係

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
意
識
的
に
ア
ー
レ
ン
ト
を
誤
読
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
権
力
批
判
の
可
能
性
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
う
ち

れ
る
の
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
一
貫
性
は
共
同
体
感
覚
へ
至
る

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ

つ
ま
り
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

ア
ー
レ
ン

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
読
み
方
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
確
証
さ

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
が
「
活
動
」
に
始
ま
り
「
言
論
」
、
「
政

治
」
、
「
自
由
」
、
「
権
力
」
、
「
意
見
」
に
至
る
ま
で
、
人
々
の
複
数
性
と
い
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う
条
件
に
対
応
さ
せ
て
実
に
首
尾
一
貰
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
問
題
点
を
見
出
し
つ
つ
、
そ
れ
を

ア
ー
レ
ン
ト
の
概
念
装
置
を
用
い
て
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、

バ
ー
マ
ス
の
よ
う
な
曲
解
を
招
か
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
ア
ー
レ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
は
、
次
の
よ
う
な
疑

問
と
し
て
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
複
数
の
多
様
な
意
見
が

存
在
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
の
優
劣
を
判
定
す
る
基
準
は
何
で
あ
る

(13) 

の
か
。
そ
も
そ
も
そ
う
い
っ
た
基
準
を
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
う
ち
に
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
「
自
発
性
と
し
て
の

(14) 

自
由
」
な
い
し
は
「
始
ま
り
」
が
も
つ
恣
意
性
の
問
題
と
も
関
係
し
て
い

る
。
自
発
的
に
な
さ
れ
る
意
見
や
新
た
な
事
柄
を
始
め
る
こ
と
を
内
容
と

す
る
意
見
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
構
わ
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
判
断
力
に
つ

い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
検
討
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
ア
ー
レ
ン

ト
の
判
断
力
論
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
た
諸
概
念
が
卒
ん
で
い
る
今
述
べ
た

問
題
に
対
し
て
一
定
の
解
決
を
与
え
る
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
『
精
神
の
生
活
』
の
な
か
で
「
わ
れ
わ
れ
が
活
動
す
る

際
の
原
理
と
わ
れ
わ
れ
が
人
生
を
判
断
し
生
き
て
い
く
際
の
基
準
は
、
究

極
的
に
は
精
神
の
生
活
に
依
存
し
て
い
る
」

(
L
M
71)
と
述
べ
て
い
る

(15) 

が
、
精
神
の
生
活
を
構
成
す
る
「
三
つ
の
基
本
的
な
精
神
的
活
動
力
」

(
L
M
 69
)

の
う
ち
、
な
か
で
も
判
断
力
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
こ

(16) 

の
文
の
意
味
を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
判
断
力
論
は

ヽ

-̀

ノ

主
と
し
て
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
死
後
編
集
さ
れ
た
カ
ン
ト
に
関
す
る
講
義
録

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
は
、
第
一
部

で
美
的
判
断
力
を
、
第
二
部
で
目
的
論
的
判
断
力
を
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
と

し
て
い
る
の
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
第
一
部
、
第
二
部
と
も
に
、

政
治
的
な
事
柄
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
重
要
な
結
び
つ
き
と
し
て
、

第
一
部
で
は
「
現
実
に
存
在
し
社
会
の
な
か
で
生
活
す
る
複
数
の
人
々
」

に
つ
い
て
、
第
二
部
で
は
「
人
類
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず

れ
に
お
い
て
も
叡
知
的
存
在
者
で
は
な
く
「
地
上
の
人
間
存
在
」
が
対
象

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
判
断
力
の
能
力
は
特
殊
的
な
事
柄
を
扱
う
と
い
う

事
実
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る

(
K
P
P
1
3
)

。
政
治
的
な

事
柄
は
特
殊
的
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
を
扱
う
判
断
力
の
能
力
が
機
能
す

る
た
め
に
は
社
交
性
を
も
っ
た
複
数
の
人
々
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
〈
美
的
判
断
力
の
批
判
〉
は
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
が
も
つ
、

お
そ
ら
く
も
っ
と
も
偉
大
で
、
も
っ
と
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ

側
面
を
含
ん
で
い
る
」

(
B
P
F
2
1
9
)

と
語
る
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
特
に
美
的

判
断
力
を
人
々
の
複
数
性
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
た
ら
き
を
も
つ
政
治

(17) 

的
な
能
力
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
解
釈
で
は

(
c
f
•KPP 66
 
|
 6
8
)

、
判
断
力
に
は
二
つ
の

心
的
作
用
が
含
ま
れ
て
い
る
。
―
つ
は
構
想
力
の
作
用
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
反
省
の
作
用
で
あ
る
。
構
想
力
は
対
象
の
直
接
的
な
現
前
が
な
く
て

(18) 

も
そ
の
表
象
を
も
た
ら
す
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
が
は
た
ら
い
て
反
省
の
作

用
に
と
っ
て
の
対
象
を
用
意
す
る
。
実
際
に
何
事
か
に
つ
い
て
判
断
が
下
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さ
れ
る
の
は
反
省
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
で
あ
り
、
対
象
は
表
象
を
介
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
是
認
か
否
認
か

の
判
断
を
下
す
う
え
で
不
可
欠
の
距
離
、
つ
ま
り
非
関
与
性

(uninvol
,
 

vedness)
な
い
し
は
没
利
害
性

(disinterestedness)
を
、
人
は
表
象

を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
と
の
間
に
確
保
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
対
象

を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
平
さ

(impartiality)
の
た
め
の
条
件

が
確
立
さ
れ
た
の
だ
」

(
K
P
P
6
7
)

。
こ
う
し
た
条
件
と
判
断
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
是
認
す
る
注
視
者

(spectator)
あ
る
い

は
傍
観
者

(onlooker)

の
立
場
に
具
体
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

注
視
者
あ
る
い
は
傍
観
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
直
接
関
与
し
て
い
る
行

為
者
と
は
異
な
り
、
こ
の
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
一
定
の
距

離
を
保
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
成
り
行
き
に
関
し
て
利
害
関
係
を
も
つ
こ

と
も
な
い
。
だ
か
ら
逆
に
、
自
己
の
利
害
関
心
に
と
ら
わ
れ
た
行
為
者
が

見
逃
し
て
し
ま
う
出
来
事
の
意
味
を
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
正
し
く
洞
察
で

き
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け

(19) 

で
あ
る

(
c
f
•KPP 54
)

。
で
は
実
際
に
判
断
を
下
す
際
の
、
し
た
が
っ
て

反
省
が
作
用
す
る
際
の
基
準
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
基
準
に

基
づ
い
て
、
一
定
の
距
離
を
と
っ
た
対
象
に
対
し
て
是
認
な
い
し
は
否
認

が
選
択
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

「
…
…
―
つ
の
尺
度
が
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
伝
達
可
能
性

(
c
o
m
'

municability)
…
…
と
い
う
尺
度
で
あ
る
」

(
K
P
P
6
9
)

と
答
え
る
。
ア
ー

レ
ン
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば

(
c
f
•KPP 74
)

、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
考
え
を

他
者
に
伝
達
で
き
る
の
は
、
他
者
の
立
場
か
ら
モ
ノ
を
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
す
る
と
、
是
認
／
否
認
の
判
断
を
下
す
際
の
基

準
が
伝
達
可
能
性
と
い
う
尺
度
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の
立
場
へ

と
身
を
濫
き
入
れ
他
者
の
見
地
か
ら
自
己
の
判
断
の
妥
当
性
に
つ
い
て
反

省
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
反
省
の
は
た
ら
き

は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
事
柄
か
ら
一
定
の
距
離
を

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
非
関
与
性
な
い
し
は
没
利
害
性
が
、
判

断
す
る
当
人
の
た
ん
な
る
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
か
否
か
が
、
他
者
の
下

し
う
る
判
断
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
下
す
判
断
と
他
者
の
下
し
う
る
判
断
と
が
相
違

す
る
と
き
に
は
、
事
柄
と
の
距
離
が
不
十
分
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
念
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
構
想
力
の
作
用
だ
け
で
な
く
こ

の
反
省
の
作
用
も
含
め
た
「
こ
れ
ら
二
つ
の
作
用
が
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
の

た
め
の
も
っ
と
も
重
要
な
条
件
、
す
な
わ
ち
公
平
さ
…
…
を
確
立
す
る
」

ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。

(
K
P
P
 6
8
)

と、

で
は
、
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
モ
ノ
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
己
の
判
断
が
他
者
に
伝
達
で
き
る
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
を
、
問
い
合
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
判

断
力
が
万
人
の
う
ち
に
あ
っ
て
訴
え
か
け
る
当
の
も
の
は
…
…
共
通
感
覚

(sensus c
o
m
m
u
n
i
s
)
で
あ
る
。
個
々
の
判
断
に
、
特
有
の
妥
当
性
を
も

た
ら
す
も
の
は
こ
の
可
能
的
な
訴
え
か
け
な
の
で
あ
る
」

(
K
P
P

72)
と

ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
る
。
共
通
感
覚
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
共
同
体
感

119 



(20) 

覚
(
c
o
m
m
u
n
i
t
y
sense)
と
同
義
で
あ
る
か
ら

(cf.
i
b
i
d
.
)
、
自
己
の
判

断
の
妥
当
性
は
共
同
体
感
覚
に
照
準
を
当
て
て
訴
え
ら
れ
、
共
同
体
感
覚

に
合
致
す
る
か
否
か
に
応
じ
て
妥
当
性
の
有
無
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
モ
ノ
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

共
同
体
感
覚
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
息
考
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
判
断
が
他

者
に
伝
達
可
能
か
ど
う
か
を
吟
味
決
定
す
る
の
は
共
同
体
感
覚
に
他
な
ら

な
い
。
反
省
の
作
用
が
構
想
力
の
作
用
を
検
証
す
る
も
の
と
し
て
重
要
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
同
様
に
こ
の
共
同
体
感
覚
は
反
省
の
作

用
を
、
し
た
が
っ
て
構
想
力
の
作
用
を
も
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
重
要
で

あ
る
。
判
断
を
下
す
対
象
に
対
し
て
非
関
与
的
で
あ
り
没
利
害
的
で
あ
る

こ
と
が
判
断
者
の
た
ん
な
る
「
思
い
込
み
」
で
な
い
こ
と
は
、
「
他
者
の
立

場
に
立
つ
こ
と
」
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
が
、
「
他
者
の
立
場
に
立
つ
こ

と
」
が
「
他
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
つ
も
り
」
と
は
異
な
る
こ
と
を
保

証
す
る
の
が
共
同
体
感
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
共
同
体
感
覚
と
は
、
あ
る
共

同
体
の
成
員
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
私
的
な
利
害
に
は
一
切
関
係
す
る
こ
と

な
く
共
通
に
も
つ
こ
と
の
で
き
る
感
覚
で
あ
っ
て
、
「
人
は
自
分
の
も
つ
共

同
体
感
覚
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
つ
ね
に
共
同
体
の
一
員
と
し
て
判
断
す
る
」

の
で
あ
る
。

(
K
P
P
 7
5
)
 

つ
ま
り
複
数
の
意
見
の
間
の

す
る
と
、
前
節
か
ら
引
き
継
い
だ
問
題
、

優
劣
を
判
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
の
問
題
と
自
由
の
恣
意
性
の
問
題
と
に

対
し
て
、
こ
こ
で
解
決
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
複
数
性
の
条
件
の
も

と
で
機
能
す
る
能
力
と
し
て
の
判
断
力
に
関
す
る
以
上
の
議
論
か
ら
わ
か

ん
な
意
見
で
あ
っ
て
も
自
発
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
構
わ
な
い

で
き
る
の
は
た
だ
同
意
を
「
懇
願
す
る
(
w
o
o
)
」
こ
と
や
「
求
め
る

る
よ
う
に
、
各
意
見
の
優
劣
や
自
由
が
恣
意
的
か
否
か
は
、
個
々
人
の
自

発
的
に
な
さ
れ
た
意
見
が
非
関
与
的
で
没
利
害
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、
し

た
が
っ
て
伝
達
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と

ま、

つ
ま
る
と
こ
ろ
共
同
体
感
覚
が
こ
れ
ら
の
問
題
に
解
決
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
は
異
な
り
ア
ー
レ
ン
ト
に

と
っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
真
理
性
に
関

し
て
強
制
な
き
強
制
に
よ
る
合
意
を
達
成
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
複
数
の

意
見
が
自
発
的
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
そ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
妥

当
性
を
他
者
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
自

分
の
判
断
に
同
意
す
る
よ
う
に
他
の
誰
か
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
」
、

(
c
o
u
r
t
)
」
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
こ
う
し
た
説
得
活
動
に
お
い
て
人
は

〈
共
同
体
感
覚
〉
に
訴
え
る
」

(
K
P
P

72) 
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
ど

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
共
同
体
感
覚
が
確
証
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
活
動
概
念
の
規
定
に
始
ま
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
は
一

定
の
論
理
的
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
展
開
さ
れ
、
共
同
体
感
覚
と
い
う
最

高
点
に
到
達
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
で
に
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
の
曲
解
に
関
し
て
論
じ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
ア
ー
レ
ン
ト
を
評
す
る
場

合
、
あ
る
部
分
は
肯
定
で
き
る
が
他
の
あ
る
部
分
は
肯
定
で
き
な
い
、

と

い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て

も
し
批
判
す
べ
き
部
分
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
他
の
部
分
に
積
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四 極
的
な
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
ア
ー
レ
ン
ト

を
曲
解
す
る
他
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ア
ー
レ
ン
ト
息
想

の
到
達
点
で
あ
る
「
共
同
体
感
覚
」
に
至
る
ま
で
妥
当
性
を
も
つ
の
で
あ

る。

共
同
体
感
覚
論
は
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
似
て

い
る

共
同
体
感
覚
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
共
同
体
感
覚
へ
と
照
準

を
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
「
説
得
活
動
」
に
焦
点
を
当
て
て
み
よ
う
。
先

に
述
べ
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

お
い
て
話
し
手
が
聞
き
手
の
同
意
を
得
る
に
は
、
自
己
の
見
解
の
妥
当
性

要
求
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
何
ら
か
の
理
由
を
示
し
聞
き
手
を
納
得
さ
せ
る

必
要
が
あ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
説
得
活
動
」
は
も
ち
ろ
ん
こ
う

し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
合
理
性
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
人
の

意
見
・
判
断
が
当
人
の
感
覚
に
依
存
す
る
以
上
、
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
意

見
・
判
断
を
も
つ
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
理
由
を
挙
げ
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
じ
共
同
体
感
覚
を
も
っ

て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
う
確
信
か
ら
、
他
者
に
同
意
を
懇
願
し
た
り
求
め

た
り
で
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
説
得
活
動
は
結
局
、
「
言
わ
な
く

て
も
わ
か
る
で
し
ょ
」
と
い
う
言
葉
に
還
元
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と

な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
言
い
方
は
、
意
見
・
判
断
が
妥
当
性
を
も

こ
う
し
て
共
同
体
感
覚
は
伝
達
可
能
性
と
い
う
条
件
を
不
要
に
し
、
せ

、
、
、
、

い
ぜ
い
確
認
作
業
を
伴
う
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
ま
で
論
じ
て
き
た

「
人
々
」
や
「
他
者
」
が
同
じ
―
つ
の
共
同
体
を
構
成
す
る
成
員
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
と
す
る
と
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
人
が
「
言

わ
な
く
て
も
わ
か
る
で
し
ょ
」
と
問
う
と
き
、
同
じ
共
同
体
の
成
員
で
あ

れ
ば
肯
定
の
返
答
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
こ
の

問
い
に
対
し
て
肯
定
の
返
答
が
で
き
る
者
こ
そ
が
同
一
の
共
同
体
に
帰
属

あ
る
。

っ
た
め
に
は
満
た
す
べ
き
条
件
で
あ
る
伝
達
可
能
性
が
、
実
際
に
は
そ
れ

と
し
て
機
能
し
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
あ
る
意
見
・
判

断
が
伝
達
で
き
る
か
ど
う
か
を
知
る
に
は
、
実
際
に
伝
達
を
試
み
る
必
要

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
説
得
活
動
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
同
一
の
共
同
体
感
覚
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認

、
、
、
、

す
る
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
言
明
は
、
あ
る
意
見
・
判
断
の
妥
当
性
が

伝
達
と
は
無
関
係
に
、
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
が
わ
か
ら
な
い
人
に
は
わ

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
達
可
能
性

を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
共
同
体
感
覚
が
も
ち
出
さ
れ
た
結
果
、
逆
に
伝

達
可
能
性
は
妥
当
性
の
条
件
と
し
て
も
は
や
不
要
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
意
見
・
判
断
の
妥
当
性
を
判
定
す
る
場
合
に
、
す

で
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
人
は
自
分
の
共
同
体
感
党
に
よ
っ
て
導
か
れ
」

、
、
、

る
の
で
あ
り
、
伝
達
と
は
無
関
係
に
内
な
る
共
同
体
感
覚
に
問
い
合
わ
せ

る
こ
と
で
す
で
に
「
共
同
体
の
一
員
と
し
て
」
判
断
を
下
し
て
い
る
の
で
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き
な
い
。

す
る
者
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、

ア
ー
レ
ン
ト
が

す
で
に
活
動
を
論
じ
る
段
階
で
念
頭
に
お
い
て
い
た
複
数
の
人
々
と
は
、

同
一
の
共
同
体
感
覚
を
も
つ
、
同
一
の
共
同
体
の
成
員
た
ち
で
あ
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
「
ユ
ニ
ー
ク
な
差
異
」
と
は
こ
う
し
た
成
員
た
ち
の
間
で
の

(21) 

差
異
の
こ
と
で
あ
り
、
「
あ
な
た
は
だ
れ
で
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る

返
答
は
、
「
共
同
体

a
に
固
有
の
共
同
体
感
覚
を
も
つ
、

a
の
成
員

0
0
で

す
」
と
い
う
言
い
方
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
共
同
体

感
覚
そ
の
も
の
を
問
う
視
点
は
、
も
は
や
こ
の
思
想
に
見
出
す
こ
と
は
で

H
・
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
「
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
と
は

何
か
」
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
特

徴
を
「
倫
理
学
を
、
そ
の
つ
ど
す
で
に
生
き
ら
れ
て
い
る
エ
ー
ト
ス
ヘ
と

(22) 

シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
再
帰
さ
せ
る
こ
と
」
に
見
て
い
る
。
こ
の
立
場
に

と
っ
て
エ
ー
ト
ス
と
は
、
「
歴
史
の
な
か
の
理
性
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
す

(23) 

で
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
実
践
的
経
験
、
す
な
わ
ち
伝
統
」
の
う
ち
に
見
出

さ
れ
る
理
性
で
あ
る
。
倫
理
的
な
思
應
は
生
活
実
践
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の

う
ち
に
い
つ
で
も
す
で
に
含
ま
れ
て
お
り
、
規
範
は
、
た
と
え
ば
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
当
為
で
は
な
く
、
正

(24) 

し
い
行
為
と
は
「
現
に
あ
る
可
能
性
を
実
現
す
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
実
践
的
な
現
実
の
う
ち
に
す
で
に
内
在
し
て
い
る
理
性
を

解
釈
す
る
こ
と
が
、
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
倫
理
学
が
も
つ
中

(25) 

心
課
題
な
の
で
あ
る
。
「
歴
史
の
な
か
の
理
性
」
や
「
伝
統
の
な
か
の
理
性
」

制
度
尊
重
主
義
の
問
題
は
、
既
存
の
制
度
そ
の
も
の
の
正
当
性
を
問
う

＊
 

＊
 

＊
 

と
い
う
言
い
回
し
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
理
性
は
あ
る
一
定
の

範
囲
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
あ
る
一
定
の
共
同
体
に
内
在
し
、
そ
こ
で
の

み
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
固
有
の
歴
史
や
伝
統
を
背

景
と
す
る
一
定
の
共
同
体
に
属
し
そ
の
内
部
で
こ
そ
、
意
見
・
判
断
の
是

非
に
関
し
て
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ

の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
理
性
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
共
同
体
感
覚
と
機
能
の
仕

方
に
お
い
て
酷
似
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
規
範
の
正
当
性
は
―
つ
の
共
同
体

の
内
に
「
現
に
あ
る
」
何
も
の
か
に
照
ら
し
て
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
判
定
の
営
為
は
当
の
「
現
に
あ
る
」
何
も
の
か
（
の
妥
当
性
）
を
確

、
、
、
、
、

認
す
る
作
業
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
ュ
ネ
ー

(26) 

デ
ル
バ
ッ
ハ
は
エ
ー
ト
ス
を
「
広
い
意
味
で
の
政
治
的
な
現
実
」
と
捉
え

(27) 

る
が
、
こ
の
現
実
と
は
具
体
的
に
は
可
能
性
を
実
現
す
る
政
治
的
な
「
諸

制
度
」
を
指
し
て
い
る
の
で
、
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
は
「
制
度

(28) 

尊
重
主
義

(Institutionalismus)
」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
と
こ
ろ
が

ア
ー
レ
ン
ト
も
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
曲
解
に
関
連
さ
せ
て
論
じ
た
よ
う
に
、

権
力
の
成
立
を
結
局
は
現
に
あ
る
共
同
体
感
覚
に
依
拠
す
る
「
意
見
の
強

さ
」
に
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
「
す
べ
て
の
政
治
的
諸
制
度
は
権
力
の
表
明

で
あ
り
具
体
化
で
あ
る
」

(
M
G
4
2
)

こ
と
か
ら
、
や
は
り
既
存
の
「
諸
制

度
」
に
潜
在
能
力
の
担
い
手
を
期
待
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で

(29) 

あ
る
。
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レ
ン
ト
の
思
想
に
は
首
尾
一
貫
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
批

ハ
ー
バ
ー
マ
ス

視
点
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
場
合
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
一
定
の
共
同
体
感
覚
を
も
つ
者
の
み
が
そ
の
共
同
体
の

成
員
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
も
そ
も
制
度
の
正
当
性
が
問
わ
れ

る
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
問
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
度
に

対
す
る
評
価
が
一
致
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
同
一
の
共
同
体
感
覚
に
よ
っ

て
保
証
済
み
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
同
体
感
覚
は
そ
れ
を
も
つ
者
た

ち
に
は
公
平
さ
を
保
証
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
共
同
体
感
覚
そ
の
も
の

が
前
提
す
る
利
害
性
、
す
な
わ
ち
諸
制
度
そ
の
も
の
が
前
提
す
る
利
害
性

は
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
が
少
数
の
「
弱
い
意
見
」

の
も
ち
主
た
ち
や
他
の
共
同
体
に
帰
属
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
抑
圧
的
に

(30) 

機
能
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
あ
る
べ
き
権
力
を
合
理
的
で
普
逼
的
な
合
意
の
成

果
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
諸
制
度
に
対
し
て
異

議
申
し
立
て
を
行
な
う
可
能
性
が
生
じ
る
。
規
範
の
正
当
性
そ
の
も
の
の

妥
当
性
要
求
を
め
ぐ
る
討
議
が
設
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
討
議

は
い
わ
ば
共
同
体
外
部
の
視
点
と
共
同
体
内
部
の
視
点
と
の
間
で
行
な
わ

れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
規
範
の

正
当
性
を
た
ん
に
確
認
し
合
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

の
曲
解
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
は
得
る
こ
と
の
で
き
る
、

判
を
可
能
に
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
概
念
は
、
し
か
し
ア
ー

注
(
1
)
 
H
a
b
e
r
m
a
s
,
 
J. ,
 V
 On the G
e
r
m
a
nー

J
e
w
i
咎

H
e
r
i
t
a
g
e

^
 
,
 

in 
Telos, 

N
r
.
4
4
,
 
1980, 
p
p
.
1
2
8
.
 

(
2
)
 
C
a
n
o
v
a
n
,
 
M・
ぃ

V
A
 c
a
s
e
 
of 
distorted c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
.
A
 n
o
t
e
 
o
n
 

H
a
b
e
r
m
a
s
 
u
n
d
 
A
r
e
n
d
t
 
<
.
 in 
Political 
Theory, 
V
o
l
.
1
1
,
 
N
o
.
I
,
 

F
e
b
.
,
 
1983, 
p.107. 

(
3
)
ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
著
作
お
よ
び
講
義
録
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の

略
号
を
用
い
て
本
文
中
括
弧
内
に
頁
数
を
記
す
。

B
P
F
:
 B
e
t
w
e
e
n
 Past a
n
d
 Future, 
P
e
n
g
u
i
n
 G
r
o
u
p
,
 
1977. 

H
C
 :
 Th
e
 H
u
m
a
n
 Condition ̀

 
T
h
e
 University 
of C
h
i
c
a
g
o
 Press ｀
 

1989. 

K
K
P
:
 Lectures o
n
 K
a
n
t
'
s
 P
o
l注
cal
Philosophy, 
Beiner, 
R
.
,
 
(ed.), 

T
h
e
 University o
f
 C
h
i
c
a
g
o
 Press, 
1989. 

L
M
 :
 Th
e
 Life o
f
登
き
呈
A
H
a
r
v
e
s
t
 b
o
o
k
,
 
1981. 

M
G
:
A
貧
h
t
sミ
d

G
き
良
Piper,
1970. 

P
P
P
 "
 Philosophisch-politi終
窓
P
芯
fi,le,
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1981. 

(4)
川
崎
修
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
（
一
）
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
七
巻
、

第
九
•
一
0
号
、
一
九
八
四
年
、
五
九
九
頁
参
照
。
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、
両
者
の
区
別
は
近
代
に
お
い
て
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
c
f
•H
C
p
p
.
 

124. 

(
5
)
第
四
節
に
お
い
て
、
こ
の
複
数
性
が
あ
る
共
同
体

a
に
帰
属
す
る
者
た
ち
の
複
数

性
で
あ
る
（
に
す
ぎ
な
い
）
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

(
6
)

「
言
論
を
用
い
る
こ
と
を
欠
い
た
活
動
は
、
も
は
や
活
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
」

(
H
C
 178) 

(
7
)
川
崎
修
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
（
三
）
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
九
巻
、

第
三
•
四
号
、
一
九
八
六
年
、
一
六
三
頁
、
お
よ
び
齋
藤
純
一
「
政
治
的
公
共
性

の
再
生
を
め
ぐ
っ
て
」
『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
現
代
』
（
藤
原
保
信
、
三
島
憲
一
、
木

前
利
秋
編
著
）
、
新
評
論
、
一
九
八
七
年
、
二
六
四
頁
参
照
。

(
8
)
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
「
感
じ
る

(feel)
」
を
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
し
て
強
調
し
て
い
る
。

(
9
)
ア
ー
レ
ン
ト
が
ポ
リ
ス
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
の
こ
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と
に
関
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
政
治
的
な
も
の
の
本
来
の
側
面
を
取
り
戻
す
た

め
に
ポ
リ
ス
を
範
例
化
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
」
で
あ
り
、
「
彼
女
が
奴
隷
労
働
に

基
づ
く
ポ
リ
ス
の
秩
序
原
理
を
肯
定
し
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
」
い
と
す
る

見
解
が
あ
る
。
（
寺
島
俊
穂
『
政
治
哲
学
の
復
権
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八

年
、
三
五
頁
。
）
し
か
し
、
ポ
リ
ス
に
お
い
て
「
政
治
的
な
も
の
の
本
来
の
側
面
」

が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
奴
隷
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
以
上
、
少
な
く
と
も
こ
の
問
題
を
考
え
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ

、つ

(10)

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
政
治
的
な
公
共
性
は
、
そ
れ
が
歪
め
ら
れ

な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
構
造
を
あ
ら
わ
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
正

当
な
権
力
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
ゆ
ず
ら
な

い」

(
P
P
P
234)
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続
け
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
引
用
す

る
ア
ー
レ
ン
ト
の
文
言
に
こ
う
い
っ
た
主
張
が
読
み
と
れ
る
か
ど
う
か
は
、
き
わ

め
て
疑
わ
し
い
。

(11) 
V
g
l
.
H
a
b
e
r
m
a
s
,
 
Nachmetaphysisches D
e
n
k
e
n
,
 S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1988, 
S. 

75-81, 
S
 .123'128. 

(12) 
C
a
n
o
v
a
n
,
 
0
p
.
g
 t., 
p
,
1
0
8
.
 

(13) 
cf. C
a
n
o
 va
n
,
 
op. cit ;
 p.109. 

(14)
川
崎
修
、
前
掲
論
文
、
一
七
三
頁
以
下
。

(15)
三
つ
と
は
、
思
考

(thinking)
、
意
志

(willing)
、
判
断
力

(judging)
で
あ

る。

(16)
川
崎
修
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
（
一
）
」
、
六
二

0
頁
参
照
。

(17)
も
ち
ろ
ん
、
目
的
論
的
判
断
力
の
も
つ
政
治
的
含
意
が
ま
っ
た
く
展
開
さ
れ
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
講
義
録
が
無
限
の
進
歩
と
い
う
人
類
の
法
則
と

個
々
の
人
間
の
雄
厳
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
終
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
き
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
全
体
に
お
け
る
目
的
論
的
判
断
力
の
位
置
づ
け
を
定

め
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
と
思
わ
れ
、
少
な
く
と
も
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
扱

う
こ
と
が
で
き
な
い
。

(18) 
V
g
l
.
K
a
n
t
,
 I., 
Kritik d
e
r
 reinen 
Vernunft, 
B
1
5
1
.
 

(19)
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
み
ず
か
ら
、
自
己
の
も
っ
と
も
よ
き
理
解
者
の
一
人
と
み
な
す

R
.
J
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
関
心
な
き

観
察
者
と
い
う
立
場
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
幻

想
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
V
g
l
•
H
a
b
e
r
m
a
s
,
 
D
i
e
 
E
i
n
b
e
z
i
e
h
u
n
g
 
des 

A
ミ
d
e
r
塁
S
巳
r
r
k
a
m
p
,
S. 310, 
Bernstein, 
R
.
 J.
 ,
 

B
e
y
o
n
d
 objectivism 

且
d
m
e
l
d
tさ
腐
m
,
University of P
e
n
n
s
y
l
v
a
n
i
a
 Press, 
1983, 
p.182. 

(20)
ア
ー
レ
ン
ト
が
共
同
体
感
覚
と
同
義
で
用
い
る
共
通
感
覚
と
、
カ
ン
ト
の
共
通
感

党
と
の
異
同
に
つ
い
て
論
じ
る
余
裕
は
な
く
、
以
下
で
扱
う
の
は
ア
ー
レ
ン
ト
の

共
同
体
感
覚
で
あ
る
。
な
お
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
最
後
の
カ
ン
ト
講
義
で
世
界
市
民

と
共
同
体
感
覚
と
を
結
ぴ
つ
け
て
論
じ
て
い
る
が

(
K
P
P
p
p
.
7
5
)
、
共
同
体
感

覚
が
定
義
上
、
共
同
体
の
外
部
と
内
部
を
前
提
す
る
以
上
、
「
世
界
共
同
体
」
の
外

部
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
一
体
何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

(21)
た
と
え
ば
、
「
あ
る
人
の
趣
味
は
特
異
性
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
よ
り
よ
く

伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
K
P
P
73)

と
言
わ
れ
る
。

(22) 
S
c
h
n
a
d
e
l
b
a
c
h
,
 
H
.
 ,
 V

く
ぶ
s
ist 
Neoaristotelismus ?
 

い^

in
M
o
r
a
l
i蕊
t

塁
d
Sittlic苓
蕊
t
`
K
巨
l
m
a
n
n
,
W
・
7
(
H
g
.
)
,
 S
u
h
r
k
a
m
p
,
 
1986, 
S
.
5
0
.
 

(23) 
A
.
a
.
O
.
 ̀
 S.
5
1
.
 

(
2
4
)
E裟

(25) 
A
.
a
.
O
.
,
 S
.
5
2
 

(26) 
A
.
a
.
O
 ;
 S
.
5
4
 

(27)
ア
ー
レ
ン
ト
も
権
力
を
表
わ
す

M
a
c
h
t
が
、
「
m
o
g
e
n
や

m
o
g
l
i
c
h
に
由
来
す

る
の
で
あ
っ
て

m
a
c
h
e
n
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
」
と
言
い
、
権
力
の
「
〈
潜

在
的
〉
性
格
」

(
H
C
200)
を
強
調
し
て
い
る
。
な
お
同
じ
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
語

の
み
な
ら
ず
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
、
お
よ
ぴ
ラ
テ
ン
語
か
ら
派
生
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
近
代
の
言
語
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。

(28) 
S
c
h
n
a
d
e
l
b
a
c
h
,
 
ebd. 

(29)
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
バ
ッ
ハ
自
身
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
主
義
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

R
・
ベ
イ
ナ
ー
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
ネ
オ
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
系
譜
に
は
属
さ
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い

る
。
他
方
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
テ
レ
ス
的
思
考
に

束
縛
さ
れ
て
い
る
点
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
弱
点
を
見
出
す
。
ま
た
、

J
・
ロ
ー
ル
ズ
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