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(1
)

ハ
ー
バ

マ
ス
の
生
活
世
界
論

宮
本

真
也

〈
要
旨
>

J

・
ハ
ー
バ

マ
ス
に
と

っ
て
生
活
世
界
概
念
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
行
為

の

補
完
概
念

と
し
て
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
論
的

転
回
以
降

の
彼

の
理
論
的

-
批
判

的

基
盤
を
な
し

て
い
る
。
本
稿

で
は
彼

の
生
活
世
界
概
念
と
、
そ
れ

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の

方
法
を
め
ぐ

っ
て
次

の
四
点

に
つ
い
て
論
じ
る
。
ま
ず
、
近
代
社
会
に
お
い
て
生
活
世

界
が
な
ぜ
問
題
と
な
る

の
か
に

つ
い
て
、
そ

の
導
入
者
で
あ
る
E

・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議

論
に
即
し

て
論
じ
る

(1

.
生
活
世
界

と
危
機
)
。
生
清
世
界

が
我

々
に
対
し

て
与

え

る

「
超
越
論
的
」
力
を

フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
主
観

性
に
還
元
す
る
の
に
対

し
て
、

M

・
ホ
ル
ク

ハ
イ

マ
ー
は

こ
の

「
超
越
論
的
」

力
を
社

会
の
内

部
に
お
け
る
日
常
的
な

生
活
実
践

の
過
程
に
由
来
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
理
性
自
体
が

歴
史

に
よ

っ
て
媒

介
さ
れ
て

い
る

こ
と
が
、
社
会
-
文
化
的
状

況
を
分
析

す
る
た
め
の
、
あ

る
い
は
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
批
判
の
た
め
の
彼

の
前
提

だ

っ
た
の
で
あ

る
(
豆
.批
判
理
論
と
社
会
実
践
)
。

こ
の
社
会
と
文
化
に
よ
る
被
媒

介
性
に
対
す

る
自

己
言

及
的
な
眼
差
し
を

ハ
ー
バ

マ
ス

は
、
H
.
--
G

.
ガ
ダ

マ
ー

へ
の
批
判
を
通
じ

て
解
釈
学
と
結

び
付

け
る
。
そ

こ
で
私

は
、

こ
の
解

釈
学
的
視

座
に
よ

っ
て
言
語
的
生
活
実
践

と
生
活
世
界
と

の
あ

い
だ

の
相

互
関

係
が

い
か

に
把
握
さ

れ
る
か
を
考
察
す

る

(
皿
.
解

釈
学
と
生
活
世
界
)
。
そ
し

て
最
後

に
、

ハ
ー
パ

マ
ス
に
よ

る
生
活
世
界
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
を
め
ぐ
る
議
論

が
、
異
文
化
間

の
対
話
状
況

の
た
め
に
開
く
可
能
性
に
関
し
て
論
じ
て
み
よ
う

(y
.

非

了
解
的
な

る
も

の
の
了
解

の
た
め
に
)
。

キ

ー
ワ

ー
ド

ユ

ン
ゲ

ン

・
ハ
ー

バ

マ

ス
、

マ
ー

、

解

釈

学

批
判
理
論

、
生
活
世

界
、

ハ
ソ
ス
"
ゲ

オ
ル
ク

・
ガ
ダ
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序

生
活
世
界

ピ
Φげ
Φ
づ
ω≦
Φ淳
を
め
ぐ
る
議
論
は
今
日
、
人
文
、
社
会
諸
科
学
に

お
い
て
広
範
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
確
か
に
近
代
理
性
批
判
が
開
始
さ
れ
た

時
か
ら
、
そ
の
批
判
対
象
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の

「生
」
に
対
す
る
忘
却
と
い
う

項
目
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
に
お
い
て
な
お

一
層
解
決

が
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
事
態
で
も
あ
る
。
だ
が

「
生
」
の
忘
却
に
対
す
る

「
生

き
生
き
と
し
て
い
る
こ
と

日
oび
Φ
5
象
αq
犀
臨
什」
の
安
易
な
復
権
が
、
逆
に
生
活

世
界

へ
の
ア
ク
チ

ュ
ア
ル
な
眼
差

し
を
妨
げ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
も
否
め

な
い
。
生
活
世
界
が
い
か
な
る

「
生
き
生
き
と
し
た
」
特
性
を
持

っ
て
い
る
の

か
を
厳
密
に
問
う
た
め
の
営
為
は
、
生
活
世
界
的

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
無
縁
の
は

ず
で
あ
る
。
生
活
世
界
が
今
や
無
傷
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
文
字
通
り

「
何
処
に
も
-
な
い
」
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
想
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
客
観
主
義
的
諸
学
と
は
別
の
、極
端
な
場
合
に
は
非
合
理
主
義
的
な
「
理

念
の
衣
」
で
生
活
世
界
を
覆

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
に
違

い
な
い
。

生
活
世
界
概
念
が
わ
れ
わ
れ
の
生
に
対
し
て
重
要
か
つ
包
括
的
で
あ
る
反
面

で
、
そ
の
説
明
が
厄
介
で
誤
解
を
招
き
や
す
い
、
文
字
通
り

「
問
題
の
多
い
」

ハ　
　

概
念
で
あ
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
誤
謬

の
根
源
を
単
に
導
入
者
で
あ
る
エ
ド
ム
ソ
ト

・
フ
ッ
サ
ー
ル
に
求
め
る
こ
と
に

も
ま
た
、
誤
謬
の
危
険
性
が
あ
る
。
フ
ッ
ザ
ー
ル
が
生
活
世
界
に
豊
か
な
ア
ク

チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
見
い
だ
し
た
の
は
む
し
ろ
、

一
義
的
な
解
釈
に
解
消
さ
れ
難

く
、
か
え

っ
て
そ
れ
を
拒
否
す
る
よ
う
な
い
く

つ
か
の
矛
盾
し
あ
う
多
様
な
属

性
を
生
活
世
界
自
体
が
孕
ん
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ

ィ
を
殺
さ
ず
に
い
か
に
納
得
の
行
く
形
で
生
活
世
界
を
捉
え
る
か
に
、
生
活
世

界
論
の
成
否
が
か
か

っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

周
知
の
よ
う
に
ユ
ル
ゲ
ソ

・
ハ
ー
バ
マ
ス
に
と

っ
て
生
活
世
界
概
念
は
、
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
的
行
為
の
補
完
概
念
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
:

シ
ョ
ン
論
的
転
回
」
以
降
の
彼
の
理
論
的
-
批
判
的
基
盤
を
な
し
て
い
る
。
本

稿
で
は
ハ
ー
バ
マ
ス
が
構
想
す
る
生
活
世
界
概
念
と
、
そ
れ
を
導
く
彼
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
め
ぐ

っ
て
四
点
に
つ
い
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
で

フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
を
め
ぐ
る
膨
大
な
問
題
群
を
す
べ
て
考
察
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
本
稿
に
お
け
る
考
察
が
、
生
活
世
界
概
念

を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
と
そ
の
後
継
者
た
ち
の
議
論
に
依
拠
し
、
そ
れ
ら
に
対

し
て
暫
定
的
で
あ
れ
態
度
を
決
め
な
が
ら
進
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

1

生
活
世
界
と
危
機

　ヨ
　

生
活
世
界
概
念
は
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
に

代
表
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
哲
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
マ
ス
の

議
論
も
ま
た
、
フ
ヅ
サ
ー
ル
が
生
活
世
界
論
に
与
え
た
二
つ
の
機
能
、
す
な
わ

ち
診
断
的
機
能
と
治
療
的
機
能
を
積
極
的
に
受
容
す
る
形
で
進
め
ら
れ
る
。
こ

の
機
能
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
に
対
し
て
意
味
を
付
与
す
る
と
い
う
地
盤
機

も

へ

能

しd
o
島
8
肉
琶
醇
δ
μ
と
い
う
機
能
を
そ
も
そ
も
生
活
世
界
自
体
が
持

っ
て
い

る
こ
と
に
由
来
す
る
。
客
観
主
義
的
世
界
観
に
対
す
る
批
判
機
能

国
葺
一軍

144



国
巨
巨
凶8

の
遂
行
を
目
指
す
と

い
う
点
で
は
、
ハ
ー
バ
マ
ス
の
生
活
世
界
論

す
　

も
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
そ
れ
に
倣

っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
ハ
ー
バ
マ
ス
に

よ

っ
て
再
定
義
さ
れ
た
生
活
世
界
概
念
は
次
の
点
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

生
活
世
界
概
念
、
あ
る
い
は
ア
ル

フ
レ
ヅ
ド

・
シ

ュ
ッ
ツ
の
そ
れ
か
ら
区
別
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
シ

ュ
ッ
ツ
が
生
活
世
界

に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
を
最
終
的
に
意
識
の
次
元
に
お
け
る
議
論
に
委
ね

よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
ハ
ー
バ

マ
ス
は
言
語
使
用
の
観
点
か
ら
解
決
を
試
み

　　
　

る
の
で
あ
る
。
彼
が
重
視
す
る
の
は
、
生
活
世
界
が
帯
び
る
言
語
性
、
不
可
避

的
な
言
語
的
分
節
性
で
あ
る
。
彼

の
生
活
世
界
論
に
見
い
だ
さ
れ
る
残
り
の
二

つ
の
特
徴
も
ま
た
、
こ
の
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

つ

ま
り
、
生
活
世
界
が
常
に
日
常
的
生
活
実
践
と
の
密
接
な
相
互
作
用
関
係

(特

に
そ
れ
が
了
解
志
向
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
で
あ
る
場
合
に
相
互

へ

た

　　
　

補
完
的
な
関
係
と
な
る
)
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
再
構
成
す
る
際
に
は

も
は
や
純
超
越
論
的
な
視
座
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ

の
二
つ
の
点
が
そ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
ポ
イ

ソ
ト
す
べ
て
に
直
接
的

に
は
関
与
し
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
際
立
た
せ
る
形
で
展
開
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

生
活
世
界
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
問
題
と
な

っ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
そ
の
諸
学
問

,
さ
ら
に
は
近
代
世
界

一
般
が
陥

っ
て
い
る

危
機
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
と
思
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
危
機

は
客
観
主
義
的
諸
学
の
台
頭
に
よ

っ
て
生
活
世
界
が
二
重
の
意
味
で
忘
却
さ
れ

(忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
忘
却
さ
れ
)
た
こ
と
に
よ

っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
生
活
世
界
と
は
、
あ
ち
ゆ
る
目
的
定

立
に
先
駆
け
て

「あ
ら
ゆ
る
人
間

の
実
践
、
あ
ら
ゆ
る
前
学
問
的
生
活
と
並
ん

で
学
問
的
生
活
が
前
も

っ
て
す
で
に
そ
れ
を
前
提
と
し
、
そ
の
能
作
に
よ
る
精

　　
　

神
的
獲
得
物
を
み
ず
か
ら
の
恒
常
的
な
基
底
」
と
し
て
自
明
視
さ
れ
た
世
界
の

こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
原
初
的
意
味
基
盤
と
し
て
の
生
活
世
界
は
そ
の

現
れ
に
お
い
て

「匿
名
的
」
で

「未
規
定
的
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
客
観
主
義

的
思
考
の
浸
透
と
共
に
自
明
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
生
活
世
界
に
・

〔8
)

対
す
る
態
度
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が

『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て

「自
然
的
態
度
の

一

般
定
立
」
と
し
て
特
徴
付
け
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
簡
単
に
ま
と
め
れ

ば
、
こ
の
自
然
的
態
度
の
特
徴
は
次
の
三
つ
の
点
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
然
的
態
度
と
は
第

一
に
意
識
が
遂
行
的
状
態
に
あ
り
、
第

二
に
対
象
に
対
す

る
意
識
の
遂
行
状
態
そ
の
も
の
が
意
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
三
に
意
識
さ
れ
た

も
の
の
存
在
が
自
明
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の

「
自
明
性
」
を

「
自
明
」
に
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
態
度
を

一
旦
停
止

し
、こ
の
事
実
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
フ
ヅ
サ
ー
ル
が
提
示
す
る
態
度
変
更
が
、

い
わ
ゆ
る
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
で
あ
る
。
フ
ヅ
サ
ー
ル
は

「客
観
的
、
理
論
的

関
心
全
体
」
、
「
知
識
追
求

一
般
の
固
有
な
目
的
追
求
、
行
為
」
す
べ
て
に
お
い

て
エ
ポ
ケ
ー
の
遂
行
を
要
求
す
る
。

こ
の
自
然
的
態
度
に
お
け
る
生
活
世
界
に
対
す
る
幾
重
も
の
理
念
化
作
用
が

そ
の
根
源
的
な
意
味
付
与
機
能
を
隠
蔽
し
、
先
の
二
重
の
忘
却
と
い
う
事
態
が

生
じ
る
の
で
あ
る
ゆ
生
活
世
界
は
、
そ
も
そ
も
客
観
主
義
的
諸
学
を
も
含
む
す

べ
て
の
生
活
実
践
と
世
界
経
験
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
必
然
的
な
意
味
基
盤
と
し

て
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
活
世
界
が

忘
却
を
通
じ
て
蓋
を
さ
れ
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
生
が
窒
息
状
態
に
陥

っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
同
時
代
診
断
で
あ
る
。
数
量
化
、

ハーバマスの生活世界論145



因
果
仮
説
化
、
形
式
化
と
い
っ
た
科
学
的
操
作
に
よ

っ
て
、
世
界
は
目
的
合
理

的
な
体
系
に
貶
め
ら
れ
、
日
常
的
実
践
も
ま
た
形
式
化
-
空
洞
化
し
、
そ
の
豊

か
な
内
実
を
喪
失
し
て
し
ま
う
。
こ
の
診
断
に
お
い
て
フ
ヅ
サ
ー
ル
に
よ
る
近

代
的
理
性
批
判
と
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の
第

一
世
代
に
よ
る
伝
統
的
理
論

批
判
お
よ
び
道
具
的
理
性
批
判
と
の
あ
い
だ
の

一
種
の

「近
さ
」
を
指
摘
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
生
活
世
界

論
の
構
想
自
体
が
す
で
に
純
粋
な
認
識
論
の

枠
組
み
を
越
え
て
い
る
こ
と
、
こ
の
意
味
基
盤
と
我

々
の
実
践
と
の
絡
ま
り
合

い
を
視
野
に
お
さ
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
も
超

越
論
的
な
解
決
を
目
指
し
た
た
め
に
気
付
く

こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ

マ
ス
は
、
客
観
主
義
-
実
証
主
義
的
諸
学
の
生
活
世
界
に
対
す
る
二

重
忘
却
性
の
暴
露
と
い
う
点
で
フ

ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
論
の
正
当
さ
を
認
め

る
。
自
然
主
義
化
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
理
論
に
対
し
て
ハ
ー
バ
マ
ス
が

「規
範

的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
忘
却
」
と
批
判
を
加
え
る
の
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
客
観

す
　

主
義
批
判
と
類
似
し
た
根
拠
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し

ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
あ
ら
ゆ

る
危
機
の
元
凶
を
諸
学
に
よ
る
理
念
化
作
用

一
般
に
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
は

フ
ッ
サ
ー
ル
に
倣
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
理
念
化
作
用
に
は
対
象
理
解

の
現
場
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
範
型

・
意
味
内
容

へ
の
膠
着
化
、
物
象
化
を

導
く
よ
う
な
負
の
側
面
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
作
用
す

べ
て
を
純
粋
理
論
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
こ
と
は
、
そ
の
正
の
側
面
を
見
失

っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
問
い
か
け
を
こ
う
変
え
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

純
粋
理
解
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の

「純
粋
性
」
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
ま
で
頼

り
に
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。同
じ
疑
問
は
シ
ュ
ッ
ツ
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
シ
ュ
ッ
ツ
の
他
者
理
解
論
は
、
「
意
識
流
を
共
有
す
る
私

Ho
げ
と
汝

∪
β
の
関
係
に
お
い
て
純
粋
な
他
老
理
解
な
る
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
前

提
か
ら
そ
も
そ
も
は
じ
ま
り
、
そ
の
純
粋
的
状
況
か
ら
の
偏
差
と
し
て

「
私
」

の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
世
界
が
弁
別
さ
れ
、
意
味
理
解
、
他
者
理
解
の
問
題

お
　

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
シ

ュ
ッ
ツ
は
社
会
的
世
界
に
関
す
る
理
解
と
い

う
問
題
に
お
い
て
徹
頭
徹
尾
自
我
を
中
心
に
据
え
る
た
め
に
、
彼
の
他
者
理
解

論
は

「
単
独
者
」
と
し
て
の

「
私
」
に
よ
る
排
他
的
と
も
言
え
る
理
解
の
在
り

方
の
記
述
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、

一
方
で
は
我

々

に
先
立

っ
て
存
在
す
る
社
会
的
世
界
と
そ
の
相
互
主
観
性
を
語
り
な
が
ら
、
他

方
で
は
そ
れ
ら
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
媒
介
の
可
能
性
を
括
弧
に
入
れ
て
、
閉
ざ

さ
れ
た

「単
独
者
」
の
視
点
に
立
と
う
と
す
る
。
私
の

「社
会
性
」
と
世
界
の

「社
会
性
」
と
は
何
か
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
前
も

っ
て
存
在

す
る
何
ら
か
の
理
念
化
の
影
響
を
、
場
合
に
よ

っ
て
は
そ
の
恩
恵
を
、
被

っ
て

い
る
こ
と
を
抜
き
に
し
て
理
解
の
問
題
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
遂
行
す
る
日
常
的
生
活
実
践
そ
の

も
の
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
も
そ
も
主
題
化
さ
れ
な
い
確
信
の
先
取
り
と
し

て
の
、
言
語
的
に
媒
介
さ
れ
た
理
念
化
作
用
に
多
く
を
負

っ
て
い
る
の
で
あ

　ユる
。
す
べ
て
を
そ
れ
に
負
う
て
い
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
生
活
世
界
が
意
味

基
盤
と
し
て
存
立
し
う
る
の
も
、
大
部
分
は
こ
の
作
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
ハ
ー
バ
マ
ス
が
重
視
す
る
の
は
、
了
解
性
あ

る
い
は
世
界
開
示
機
能
を
担
う
言
語
の
役
割
で
あ
る
。
生
活
世
界
概
念
の
受
容

に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
の
言
語
の
役
割
を
め
ぐ
る
変
奏
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生

活
世
界
論
に
対
す
る
明
確
な
批
判
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
日
常
的
生
活
実
践
と
生
活
世
界
の
あ
い
だ
の
関
連
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を
い
か
に
捉
え
て
い
る
の
か
。
次

に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

豆

批
判
理
論
と
社
会
的
実
践

生
活
世
界

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は

、
そ
の

「現
れ
」
に
お
い
て
ま
ず
困
難
に
直

面
す
る
。

「事
物
や
対
象
は
…
世
界
地
平

の
う
ち
に
あ
る
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と

い
う
仕
方
で
の
み
、
「与
え
ら
れ
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
…
他
方
こ
の
地
平
は
、

存
在
す
る
対
象
に
対
す
る
地
平
と
し
て
の
み
意
識
さ
れ
て
お
り
、
特
に
意
識
さ

　セ
　

れ
た
対
象
な
し
に
は
現
実
的
に
存
在
し
な
い
」。

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
全
体
と
し
て
の
生
活
世
界
か
ら

「
状
況
と
し
て
」

切
り
取
ら
れ
た
背
景
と
、
そ
こ
で
顕
在
化
し
て
い
る
所
与
と
の
不
可
分
な
関
係

を
記
述
し
て
い
る
。
行
為
す
る
我

々
の
主
題
に
応
じ
て
、
生
活
世
界
は

「
主
観

的
-
相
対
的
に
」
切
り
取
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
背
景
自
体
も
、
主
題
に
対
応

し
た
自
明
な
状
況
定
義
の
中
に
お

い
て
す

べ
て
を
意
識
化
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
た
だ
そ
の
主
題
と
い
う

一
種
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
よ

っ
て
、
文
脈
知
の

み
が
共
-
現
前

竃
寧
国
舘
Φ
言

と
し

て
際
立
た
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
生
活

世
界
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
現
れ

て
く
る
の
は
、
た
だ

「主
観
的
-
相
対
的
」

に
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
な
存
在

と
主
題
と
の
繋
が
り
を
常
に
伴

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な

「
現
れ
」
を
手
掛
か
り

に
、
生
活
世
界
内
部
に
与
え
ら
れ
て
い
る

事
物
の
具
体
的
普
遍
性
に
依
拠
し

つ
つ
生
活
世
界
の
学
を
構
築
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
内
世
界
的

ヨ
q
巳

譽

な
学
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
生
活
世
界

は
社
会
-
文
化
的
世
界
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
生
活
世
界
論

に
手
引
き
機
能
を
認
め
た
の
は
、
こ
の
内
世
界
的
な
学
が
領
域
的
存
在
論
と
し

て
、
超
越
論
的
現
象
学
を
導
く
は
ず
だ
か
ら
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う

な
存
在
論
に
と
ど
ま

っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
生
活
世
界
論
は
客
観
主
義
的
科
学

に
対
す
る
批
判
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
で
は
両
者
の
対

象
が
同

一
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
取
り
ま
く
事
物
の
多
く
が
客
観

主
義
的
科
学
の
成
果
で
あ
る
以
上
、
生
活
世
界
論
も
ま
た
部
分
的
に
は
そ
れ
に

依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
生
活
世
界
論

は
、
生
活
世
界
の
部
分
的
な

「所
与
」
の
分
析
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
生
活
世
界
が

「全
体
」
と
し
で
も
、
地
平
と
し
て
も
わ
れ
わ
れ
に
対

し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
主
題
や
視
点
、
態
度
の
変
更
を
通
じ
て
連
続
的
あ
る

い
は
不
連
続
的
に
も
連
続
す
る
地
盤
と
し
て
も
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、「生

ヘ

ヘ

ハお
　

活
世
界
と
そ
の
経
験
主
体
と
の
あ
い
だ
の
相
関
」
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
活
世
界
を
超
越
論
的
に
究
極
的
確
証
と
妥

当
性
の
地
平
と
し
て
把
握
す
る
と
同
時
に
、
知
覚
-経
験
可
能
な
存
在
の
総
体

を
具
体
的
普
遍
性
の
名
の
下
に
捉
え
る
と
い
う
課
題
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
生
活

世
界
論
に
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
U

・
ク
レ
ス
ゲ
ス
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
生
活
世
界
概
念
を

一
貫
し
て

「
地
平
と
し
て
」
超
越
論
的
に
把
握

す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
徹
底
し
て

「
総
体
と
し
て
」
存
在
論
的
-
内
世
界
的

に
把
握
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
フ
ヅ

サ
ー
ル
自
身
の
構
想
に
従

っ
て
、
生
活
世
界

の
こ
の
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を

ー

す
な
わ
ち
生
活
世
界
の
存
在
論
か
ら
超
越
論
的
現
象
学

へ
と
い
う
過
程
を

通
じ
て

1

汲
み
尽
く
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
活
世
界
に
接
近

す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
に
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
部
分
的
現
前
化
の
現
場

ハーバマスの生活世界論147



と
し
て
の
日
常
的
な
生
活
実
践
と

い
う
窓
の
配
置
と
、
そ
れ
越
し
に
見
え
る
風

景
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
相
関
と
い
う
可
変
的
な
要
素
を
動
的
に
捉
え
つ
つ
、
そ

の
風
景
を
繋
ぎ
合
わ
せ
な
が
ら
、
窓
の
外
の
全
景
を
奥
行
き
と
広
が
り
を
持
た

せ
な
が
ら
描
く
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
通
じ
て
生
活
世
界
が
い
か
に
し
て

「
超
越
論
的
」
力
を
持
ち
え
る
の
か
、
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

ハ
ー
バ
マ
ス
が
こ
の

「超
越
論
的
」
力
を
見
い
だ
す
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
目

指
し
た
よ
う
に
超
越
、論
的
主
観
性

に
お

い
て
で
は
な
い
。

日
常
言
語
と
言
語
に
媒
介
さ
れ
た
相
互
行
為

へ
の
視
座
を

ハ
ー
バ

マ
ス
は
ま

(14
)

(15
)

ず

『認
識
と
関
心
』
、
あ
る
い
は

『社
会
科
学
の
論
理
に
よ
せ
て
』
に
お
い
て

要
請
し
て
い
た
。
『
理
論
と
実
践
』

に
ま
で
遡
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

「実
践
と

関
わ
り
あ
う
関
係
を
み
ず
か
ら
理
論
的
に
解
明
し
、
こ
の
試
み
が
行
為
者
と
し

て
の
市
民
層
の
実
践
的
意
識
を
歴
史
哲
学
的
に
先
取
り
す
る
と
い
う
次
元
を
志

向
す
麺
」
社
会
哲
学
の
構
想
を
ハ
ー
バ
マ
ス
が
抱
い
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、
以
降
で
述
べ
る
よ
う
に
ハ
ン
ス
卩
ゲ
オ
ル
ク

・

ガ
ダ

マ
ー
に
刺
激
さ
れ
、
ハ
ー
バ

マ
ス
に
よ

っ
て
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
方

法
論
的
に
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
こ
の
よ
う
な
構
想
が
、
そ
も
そ
も
批

判
理
論
の
第

一
世
代
か
ら
彼
が
引

き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

こ
う
。

す
べ
て
の
認
識
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
実
践
的
な
社
会
関
係
に
内
属
し
て
い
る
こ

と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
ホ
ル
ク

ハ
イ
マ
ー
が
初
期
批
判
理
論
の
綱
領
的
論
文

　じ

に
お
い
て
、
伝
統
的
理
論
に
抗
し

て
掲
げ
て
い
た
要
請
で
あ

っ
た
。
確
か
に
伝

統
的
理
論
は
そ
れ
な
り
に
膨
大
な
知
識
の
集
積
に
貢
献
し
、
応
用
を
通
じ
て
人

間
の
技
術
的
自
然
支
配
を
可
能
に
し
て
き
た
。
だ
が
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
よ
れ

ば
、
伝
統
的
理
論
が
目
指
す
デ
カ
ル
ト
的

「純
粋
数
学
的
記
号
体
系
」
、
「統

一

科
学
」
、
そ
の
理
論
の
妥
当
性
の
公
準
で
あ
る

「命
題
-
事
象
間
の

一
致
」
、
「演

繹
的
命
題
体
系
の
内
的
無
矛
盾
性
」
自
体
が
、
伝
統
理
論
も
担
う
べ
き
理
性
批

判
の
射
程
を
理
論
内
在
的
に
限
定
し
阻
害
す
る
要
因
を
包
含
す
る
も
の
で
あ

る
。
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
伝
統
的
理
論
と
し
て
批
判
を
加
え
る
の
は
、
自
然
科

学
、
人
文
科
学
を
問
わ
ず
、
お
し
な
べ
て
こ
の
理
論
内
在
主
義

α
興

貯
昌
奠
,

ωN8
旨
鉱
≦
ωヨ
q
ω
に
捉
わ
れ
て
い
る
理
論
概
念
で
あ
る
。
で
は
伝
統
理
論
は
は

た
し
て
何
に
対
し
て
閉
さ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
に
よ

っ
て
拡
大
さ
れ
た

「
社
会
」
概
念
、
す
な
わ
ち
歴
史
的
現
実
と
し
て

の

「人
間
相
互
の
関
係
お
よ
び
人
間
と
自
然
の
関
係
」
で
あ
る
。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
通
常
自
明
視
さ
れ
て
い
る
個
人
の
自
律
性
が
、
実
は

社
会
的
実
践

の
内
部
に
入
り
込
む
や

い
な
や
も
は
や
完
全
な
も
の
と
は
言
え

ず
、
あ
る
い
は
実
践
的
に
も
認
識
論
的
に
も
受
動
性

へ
ど
顛
落
し
て
し
ま

っ
て

い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
社
会
自
体
が

一
つ
の
能
動
的
主
体
と
し

て
個
々
人
を
包
括
し
、
一
種
の

「超
越
論
的
」
力
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
は
、
科
学
的
営
為
自
体
も

一
つ
の
社

会
過
程
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
あ
り
う
べ
き
批
判
理
論
の
主
体
に
対
し
て
彼

が
そ
れ
に
携
わ
る
限
り
で
、
社
会
の
媒
介
作
用
と
自
ら
の
被
媒
介
性
、
そ
し
て

両
者
の
あ
い
だ
の
弁
証
法
的
関
係

へ
の
自
覚
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
シ
ュ
ッ
ツ
が
意
味
理
解
の
問
題
に
お
い
て
閉
ざ
さ
れ

た

「私
」
を
中
心
と
す
る
仮
想
的
な
純
粋
状
況
を
分
析
の
出
発
点
と
し
た
こ
と

は
、
彼
ら
も
ま
た
視
野
に
収
め
て
い
た
は
ず
の
生
活
世
界
の
相
互
主
観
性
、
社

会
の

「社
会
性
」
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
障
害
と
な

っ
た
は
ず
で
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あ
る
。
こ
の
過
程
と
し
て
の
社
会
を
視
野
に
収
め
る
た
め
に
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

が
要
求
す
る
学
問
と
し
て
の
態
度

変
更
か
ら
、
解
釈
学
的
自
覚
に
お
け
る
そ
れ

を
想
起
す
る
の
は
も

っ
と
も
で
あ

ろ
う
。
次
第
に
置
か
れ

つ
つ
あ
る
批
判
理
論

の
第

一
世
代
か
ら
の
距
離
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ー
バ

マ
ス
の
批
判
的
社
会
理

論
も
ま
た

「
批
判
的
」
で
あ
る
の
は
、
彼
が
こ
の
自
己
言
及
的
な
眼
差
し
を
継

な
　

承
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
初
期
の
古
典
政
治
学
に
関
す
る
論
稿
に
お
い
て
、
マ

キ
ア
ヴ

ェ
リ
と
モ
ア
を
経
由
し
て
十
八
世
紀
に
ホ

ッ
ブ
ス
に
よ

っ
て
完
成
さ
れ

た
社
会
哲
学
を
、
単
な
る
社
会
技
術
的
な
支
配
の
た
め
の
知

の
体
系
と
し
て

ハ
ー
バ

マ
ス
が
批
判
を
行
な

っ
た

の
も
、
こ
う
し
た
理
論
が
自
ら
を
実
際
の
行

為
者
の
実
践
的
生
活
連
関
か
ら
切
り
離
し
、
規
論
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
無
関
心

で
あ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
歴
史
-社
会
過
程
が

一
種
の

「
超
越
論
的
」
力

を
持

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
理
性
も
ま
た
そ
こ
に
内
在
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
観
点
を
ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
か
ら
継
承
す
る
の
で
あ
る
。

「人
間
の
自
己
認
識
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
人
間
が
活
動
す
る

歴
史
過
程
の
分
析
に
よ

っ
て
の
み
で
あ

っ
て
、
主
観
的
観
念
論
が
い
つ
の
時
代

に
お
い
て
も
考
え
て
い
た
の
と
同
じ

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
的
な
も
の
の
単

な
る
観
察
に
よ

っ
て
で
は
な
い
。
経
済
、
国
家
、
法
、
宗
教
、
学
問
、
芸
術

-

人
間
の
す
べ
て
の
個
別
的
な
産
出
物
は
歴
史
の
内
部
で
生
成
し
、
そ
の
た

め
孤
立
し
た
個
々
人
か
ら
で
は
な
く

、
こ
う
し
た
個
々
人
ど
う
し
の
関
係
か
ら

の
み
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ヴ
ィ
ー
コ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
そ
れ

お
ソ

は
個
々
人
の
交
際
と
い
う
特
性
か
ら
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」。

理
性
が
歴
史
と
社
会
に
媒
介
さ
れ
、
そ
こ
に
内
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
と

っ
て
は
社
会

-
文
化
的
状
況
を
分
析
す
る
た
め
の
、
あ
る

い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
批
判
の
た
め
の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
の
眼
差
し
に
対
し
て
、
当
時
の
社
会
的
現
実
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
映

っ
た
の
も
当
然
か
も
知
れ
な
い
。
ナ
チ
ズ
ム
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
殺
戮
、

科
学
技
術
の
帰
結
と
し
て
の
ヒ
ロ
シ
マ
ー
ナ
ガ
サ
キ
、
東
西
を
越
え
て
存
在
す

る
国
家
の
全
体
主
義
的
傾
向
…
。
こ
う
し
た
経
験
的
事
実
は
理
性

へ
の
疑
義
を

抱
か
せ
る
に
は
十
分
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
的
に
、
『啓
蒙
の
弁
証

(20
)

法
』
に
お
い
て
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が
自
ら
の
批
判
基
盤
を
も
掘
り

崩
す
ほ
ど
に
熾
烈
な
批
判
を
行
な

っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
っ
彼
ら

の
眼
差
し
に
と

っ
て
理
性
に
よ
る
文
明
化
の
過
程
は
、
「真
に
人
間
的
な
状
態

に
歩
み
行
ぐ
代
わ
り
に
、

一
種
の
新
た
な
る
野
蛮
状
態

へ
と
顛
落
し
て
し
ま

っ

(21
)

て
い
る
」
と
い
う
過
程
に
し
か
映
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
理
性
的
で
あ
る
は

ず
の
啓
蒙
の
過
程
は
、
彼
ら
に
と

っ
て
は
神
話
と
の
共
犯
者
に
他
な
ら
な
い
。

ハ
ー
バ
マ
ス
の
議
論
も
ま
た
現
実

の

「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
を
踏
ま
え
、
そ
の

克
服
の
糸
口
を
見
い
だ
す
べ
く
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
に
よ

っ

て

「
宗
教
社
会
学
論
集
」

の
中
で
指
摘
さ
れ
た
も
の
の
、
彼
の
手
に
よ

っ
て
は

遂
に
な
さ
れ
な
か

っ
た
多
元
的
な
合
理
性
の
理
論

へ
と
向
か
う

ハ
ー
バ

マ
ス
に

と

っ
て
は
、
道
具
的
理
性
は

「幾

つ
か
あ
る
」
理
性
の
契
機
の

一
つ
に
相
対
化

さ
れ
て
し
ま
う
。
「
呪
術
か
ら
の
解
放
」
と
共
に
解
放
さ
れ
た
理
性
の
ポ

テ
ン

シ
ャ
ル
を
目
的
合
理
性
に
縮
減
し
て
し
ま
い
、
彼
ら
も
依
拠
し
て
い
る
は
ず
の

文
化
的
モ
デ
ル
ネ
の
批
判
的
力
を
過
小
評
価
し
て
い
る
と
い
う

の
が
、
ヴ
ェ
ー

バ
ー
や
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
の
「啓
蒙
の
弁
証
法
」
に
対
す
る
、
バ
ー

ま
　

バ

マ
ス
の
批
判
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
マ
ス
に
よ
る
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ

に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
批
判
を
本
稿
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
し
な

ハーパマスの生活世 界論149



い
。
し
か
し
、
彼
ら
に
お
い
て
は
危
険
な
ま
で
に
全
面
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、

彼
ら
の
選
び
と

っ
た
実
際
の
社
会
-
文
化
的
過
程
に
対
す
る
批
判
的
眼
差
し
の

有
効
性
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ハ
ー
バ

マ
ス
に
し
て
み
れ
ば
、
非
理

性
的
契
機
も
混
在
す
る
も
の
の
、
互
い
に
光
を
照
射
し
あ
う
こ
と
に
よ

っ
て
批

判
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
多
元
的

な
理
性
の
契
機
も
ま
た
、
こ
の
社
会
的
な
連

関
の
内
部
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
通
し
が
た
い
生
の
連
関
と
い
う
領

域
に
接
近
す
る
た
め
に
ハ
ー
バ
マ
ス
の
選
ん
だ
道
が
、
哲
学
的
解
釈
学
の
批
判

的
受
容
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

皿
.
解
釈
学
と
生
活
世
界

こ
の
時
期
以
降
の
自
ら
の
研
究
指
針
を

ハ
ー
バ
マ
ス
は
、
あ
る
場
所
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

、「社
会
科
学
は
解
釈
学
的
な
研
究
次
元
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
や
理

　
お
　

解
の
問
題
を
押
え
込
も
う
と
す
る
な
ら
、
歪
み
が
生
じ
さ
る
を
え
な
い
」
。

こ
の
言
葉
ど
お
り
に
彼
は
、
自

ら
の
理
論
に
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
基
底

的
な
要
素
と
し
て
取
り
込
む
よ
う

に
な
る
。
こ
の
き

っ
か
け
と
思
わ
れ
る
の
が
、

ま
　

ガ
ダ
マ
ー
の
主
著

『
真
理
と
方
法

』
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ゆ
る

「解
釈
学
論
争
」

で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
論
争

に
お
い
て
ハ
ー
バ

マ
ス
の
批
判
の
標
的
は
、

ガ
ダ

マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
が
帯
び
る
よ
う
な
保
守
的
傾
向

ー

「
言
語
性
の

観
念
論
」

1

で
あ

っ
た
。
.し
か
し
こ
こ
で
重
視
し
た
い
の
は
、
こ
の
批
判
に

よ

っ
て
ハ
ー
バ

マ
ス
が
抱
い
て
い
た
目
論
見
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
ガ
ダ
マ
ー

を
批
判
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
解
釈
学
的
反
省
に
内
在
す
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
と
精
神
分
析
を
モ
デ
ル
と
し
て
把
握
で
き
る
よ
う
な
自
己
反
省
的
起
爆
力

を
導
き
出
す
こ
と
を
そ
も
そ
も
の
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

、「解
釈
学
論
争
」
に
お
い
て
際
立
た
さ
れ
る
両
者
の
あ
い
だ
の
差
異
と
共
に
、

そ
の
陰
に
隠
れ
が
ち
な
両
者
の
あ
い
だ
の
親
近
性
を
重
視
す
る
こ
と
が
私
に
は

重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
ハ
」
バ
マ
ス
が
解
釈
学
に
固
有
な
も
の
と
理
解
し
、
受
容
を
試
み
る

も
の
は
何
か
。
ガ
ダ

マ
ー
に
対
し
て
ハ
ー
バ
マ
ス
が
両
義
的
な
態
度
を
取
る
の

は
、
わ
れ
わ
れ
を
歴
史
に
規
定
す
る

コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
関
し
て
で
あ
る
。
ガ
ダ

ま
　

マ
ー
は
歴
史
学
的
思
惟
に
対
し

「自
分
自
身
の
歴
史
性
を
も
共
に
思
惟
」
す
る

こ
と
、
「歴
史
と
理
解
が
同
様
に
現
実
の
も
の
と
し
て
そ
こ
で
成
立
す
る
よ
う

　あ

　

な
、

一
つ
の
関
わ
り
」
を
意
識
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史

の
作
用
影
響
史

毛
マ
閃
§

σq
ωσq
Φωoぼ
o耳
Φ
の
原
理
が
、
人
間
存
在
の
す
べ
て
の

解
釈
や
理
解
と
い
う
行
為
に
対
し
本
質
的
に
貫
徹
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「方
法
信
仰
に
よ

っ
て
自
分
自
身
の
歴
史
性
を
否
認
す
る
場
合
で
も
、
そ
こ

に
も
ま
た
作
用
影
響
史
の
力
が
貫
徹
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
ま
さ
に

人
間
の
有
限
な
意
識
を
越
え
た
歴
史
の
力
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
作

用
影
響
史
を
自
覚
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
要
求
が
差
し
迫

っ
た
も

の
と
な

　をる
」
。そ

し
て
ガ
ダ

マ
ー
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
意
味
を
獲
得
す
る
の
は
、
純
粋

な
主
観
性
か
ら
で
は
な
く
言
語
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
た
文
化
的
伝
承
か
ら
で
あ

り
、歴
史
的
伝
承
と
い
う
完
全
な
る
全
体
と
の
循
環
の
内
部
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の

「解
釈
学
的
循
環
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
こ
そ

「理
解
の
存

在
論
的
構
造
契
機
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
全
体
に
対
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し
て
常
に

「完
全
性
」
を
先
取
り
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

「
完
全
性
」

は
時
間
的
-
空
間
的

「隔
た
り
」
に
よ

っ
て
い
と
も
簡
単
に
断
絶
さ
れ
て
し
ま

う
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
断
絶
の
克
服
の
た
め
に

「
他
者
の
他
者
性
」

へ
の
接
近

と
し
て
ガ
タ
マ
ー
が
取
る
の
は
、
そ
の
時
代
の
概
念
や
表
象
を
用
い
て

「隔
た

り
」
の
あ
る
伝
承
へ
と
自
ら
が
感
情
移
入
す
る
と
い
う
方
法
で
は
も
は
や
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
ガ
ダ

マ
ー
は
わ
れ
わ
れ
と
伝
承
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
あ

い
だ
の

時
代
の

「隔
た
り
」
を
、
い
わ
ば

「
他
者
の
他
者
性
」
を
、
文
化
的
伝
統
の
途

切
れ
る
こ
と
な
き
伝
承
を
引
き
合

い
に
出
す
こ
と
で
不
間
に
付
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
文
化
的
伝
承
に
、
あ
る
い
は
先
入
見
に
よ

っ
て
形

成
さ
れ
た
、
そ
の
内
部
に
い
る
限
り
了
解
が
約
束
さ
れ
る
解
釈
学
的
状
況
を
地

平
と
呼
ぶ
。
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
作
用
影
響
を
完
全
に

「私
的
」
に
被
る
こ
と

も
な
け
れ
ば
、
同
時
代
的
文
化
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
個
人
を
想
定
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
地
平
は
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
そ
し
て
ガ
ダ

マ
ー
は
わ
れ
わ

れ
の
あ
い
だ
に
生
起
す
る
隔
た
り
を
、
自
分

の
地
平
と
自
分
に
対
し
て
疎
遠
な

地
平
と
融
合

(<
奠
ωo
げ
日
巴
9
舞

伽q
<
8

団
自
冒
o
暮
)
す
る
こ
と
で
、
時
代
的
に
も

(垂
直
的
に
)
、
文
化
的
に
も

(水

平
的
に
)
了
解
性

へ
と
高
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
言
う
。
ガ
ダ
マ
ー
に
よ

れ
ば
自
分
の
地
平
に
自
己
を
残
し
た
ま
ま
、
疎
遠
な
テ
キ
ス
ト
の
地
平
と
融
合

さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「自
分
自

身
の
個
別
性
を
克
服
し
、
さ
ら
に
は
他
人

　　
　

の
個
別
性
を
も
克
服
し
て
、
よ
り

一
層
高
い
普
遍
性

へ
と
高
揚
せ
し
め
る
」

こ

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ガ
ダ

マ
ー
に
よ
る
地
平
の
融

合
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
を
手
放
し

で
受
容
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
に

は
暴
力
的
契
機
が
混
入
す
る
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
件
に
つ
い
.

て
は
後
に
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

確
か
に
ガ
ダ

マ
ー
の
歴
史
哲
学
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
マ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う

に
理
性
と
ド
グ

マ
の
混
在
に
無
自
覚
な
、
抽
象
的
歴
史
性
に
対
す
る
迎
合
の
危

険
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
作
用
影
響
史

へ
の
二
重

の
意
識

(作
用
影
響
史
的
に
規
定
さ
れ
た
我

々
の
意
識

へ
の
意
識
化
)
、
す
な
わ
ち
歴

史
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
絶
え
ざ
る
拘
束
作
用
の
自
覚
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
自
身

は
批
判
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
歴
史
主
義
的
客
観

主
義
、
自
然
主
義
的
歴
史
観
な
ど
の
よ
う
に
解
釈
者
自
ら
に
対
す
る
歴
史
的
伝

統
か
ら
の
影
響

へ
の
無
自
覚

ー

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
が
伝
統
的
理
論
と
呼
ん
だ

も
の
ー

に
対
し
て
は
依
然
と
し
て
有
効
な
批
判
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

も
は
や
、
ガ
ダ
マ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に

「自
己
知
」
や

「純
粋
な
」
主
観
性

に
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
れ
理
性
的
解
釈
範
型
で

あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
省
察
に
先
行
す
る
自
己
と
世
界
に
対
す
る
了
解
は
、

そ
も
そ
も
す
べ
て
あ
る
文
化
、
社
会
、
人
格
の
諸
領
域
に
わ
た

っ
て
わ
れ
わ
れ

を
規
定
す
る
歴
史
的
拘
束
性
の
下
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
拘
束

性
の
持

つ

「
超
越
論
的
」
力
す
べ
て
の
貯
蔵
庫
と
し
て
、
生
活
世
界
を
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ハ
ー
バ
マ
ス
が
解
釈
学
か
ら
受
容
す
る
の
は
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
解
釈

学
的
次
元
に
対
す
る
反
省
の
あ
り
方
で
あ
る
。
た
だ
し
ガ
ダ
マ
ー
が
わ
れ
わ
れ

の
理
解
の
遂
行
と
我
々
の
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
歴
史
的
伝
承
の
優
位
を
徹

底
し
て
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
ハ
ー
バ
マ
ス
は
解
釈
学
的
反
省
に

「批
判
的
」

力
、
歴
史
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
克
服
、
改
訂
と
い
う

「自
己
を
超
越
す
る
」
契

機
が
内
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
バ
マ
ス
に
と

っ
て
こ
う
し
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た

コ
ソ
テ
ク
ス
ト
は
、
歴
史
を
共
有
す
る
社
会
-
文
化
的
集
団
内
で
個

々
人
の

ゐ

ぬ

発
達
段
階
に
応
じ
た
社
会
化
-
学
習
過
程
に
お
い
て
教
え
込
ま
れ
る
初
期
条
件

と
い
う
意
味
に
ま
で
割
引
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
と
批
判
に

対
し
て
必
要
と
あ
ら
ば
再
帰
的
に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「わ
れ
わ
れ
が
内
面
化
さ
れ
た
規
範
に
遡

っ
て
依
拠
す
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
そ
れ
に
対
し
て
盲
目
的
に
従
う

こ
と
を
外
的
に
畏
敬
の
念
を
付
与
さ
れ
た

暴
力
の
も
と
で
教
え
込
ま
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
世
界
解
釈
と
行
為
の
た
め
の
規

則
と
し
て
の
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
文
法
が
ド
グ
マ
的
に
教
え
込
ま
れ
る
権
威
の
あ

り
方
を
、
反
省
は
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
権
威
は

あ
か
ら
さ
ま
な
支
配
で
あ
る
も
の
を
は
ぎ
取
ら
れ
、
認
識
と
理
性
的
な
決
定
と

ま
　

い
う
、
暴
力
な
き
強
制

へ
と
解
体
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。

社
会
科
学
の
方
法
と
し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
の
、
ガ
ダ

マ
ー
と
同
様

ハ
ー
バ

マ
ス
に
と

っ
て
も
解
釈
学
的
次
元

の
反
省
、
理
解
は
生
活
実
践
に
お
い
て
わ
れ

わ
れ
が
日
常
的
に
遂
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、

生
活
世
界
の
合
理
化
と
い
う
現
象

の
推
進
力
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
語
ら

れ
て
い
る
実
践
と
は
言
語
的
に
媒
介
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
的
伝
承
と
は
言
語
に

他
な
ら
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
と
伝
承
と
は
融
合

し
あ

っ
て
、
歴
史
と
現
在
を
包
含
し
て
い
る

一
つ
の
世
界
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
世
界
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
共

有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
人
間
相
互
の
談
話

閑
巴
Φ
の
中
で
言
葉
に
よ

っ

て
分
節
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
理
解
の
側
面
か
ら
し
て
も
、
人
間
の
言

語
性
の
普
遍
性
が
、

一
切
を
担
う

、
た
だ
単
に
言
葉
に
よ

っ
て
伝
承
さ
れ
た
文

化
の
み
な
ら
ず
、
端
的
に

一
切
を
担
ラ
、
そ
れ
自
身
限
界
を
持
た
な
い
エ
レ
メ

ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
了
解
性

の
中
で
互
い
に
相
手
の
心
を
動
か
し
あ
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
了
解
性

へ
と

一

　　
　

切
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

ハ
ー
バ
マ
ス
は
言
語
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
は
厳
密
に

コ

へ

も

ヘ

へ

言
え
ぱ
言
語
そ
の
も
の
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
で
は
な
い
。
確
か
に

「言
語
は
ま

　　
　

た
支
配
と
社
会
的
権
力
の
媒
体
で
も
あ
る
」
の
で
あ

っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な

へ

も

へ

も

作
用
を
行
使
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
言
語
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
現

れ
て
く
る
も
の
も
ま
た
あ
る
社
会
過
程
の
結
果
で
あ

っ
て
、
そ
の
過
程
自
体
は

完
全
に
自
律
し
た
規
範
的
連
関
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
は
組
織

化
さ
れ
た
暴
力
関
係
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
も
役
立
つ
こ
と
が
あ
り
う
る
。
当

時
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
れ
ば
、
た
と
え
そ
の
語
彙
や
文
法
、
コ
ン
テ
ク
ス

ト
性
に
従

っ
て
行
な
わ
れ
る
と
し
て
も
、社
会
的
行
為
の
客
観
的
連
関
は
言
語
、

労
働
、
支
配
の
絡
ま
り
あ
い
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し

て

「言
語
的
に
」
表
現
さ
れ
る
も
の
は
い
つ
も

「
事
後
的
」
で
あ
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
れ
は
社
会
的
実
践
に
よ

っ
て
付
与
さ
れ
た

「
色
付
け
」
で
あ
る
と
言

え
る
。
こ
の
点
で
言
語
に
は
暴
力
的
-
非
理
性
的
契
機
が
、
抽
象
的
な
了
解
性

を
帯
び
て
棲
ま

っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
歴
史
的
伝
承
、
因
襲

が
帯
び
る
よ
う
な
、
日
常
生
活
に
お
い
て
は
不
問
に
付
さ
れ
が
ち
な
強
制
力
も

ま
た
、
こ
の
抽
象
的
了
解
性
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
史
的
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
も
の
、
継
続
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
た
だ
そ
の

「歴
史
性
」
の
み

を
根
拠
と
し
て
妥
当
な
も
の
と
看
做
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
を
持

つ
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
語
が
批
判
と
し
て
の
自
己
反
省
の
た
め
の
媒
体
と

し
て
も
作
用
す
る
こ
と
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
対
す
る
裏
面
と
し
て
理
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解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
生
に
含
ま
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
悪
し

き
因
襲
、
伝
統
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
解
放
さ
れ
て
き
た
過
程
を
鑑
み
れ
ば
、
言

語
と
い
う
媒
体
自
体
、
あ
る
い
は

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
自
体
に
対
し
て
の
み

す
べ
て
の
罪
悪
を
押
し
付
け
る
よ
う
な
批
判
は
、
自
己
言
及
的
に
自
ら
の
足
元

を
掬
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ハ
ー
バ
マ
ス
は
言
語
的
に
形

成
-
伝
承
さ
れ
る
も
の
と
、
そ
れ
を
習
得
す
る
際
の
わ
れ
わ
れ
の
自
己
形
成
過

程
に
対
し
て
自
己
反
省
を
向
け
る

こ
と
を
要
請
す
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
こ
の
「
批

判
」
と
い
う
作
業
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
が
、
社
会
的
実

践
に
お
け
る
生
活
世
界
の
再
生
産

、革
新
の
際
に
も
生
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
ガ
ダ

マ
ー
の
地
平
の
融
合
と
い
う
概

念
の
持

つ
曖
昧
な
調
和
的
魅
力
に
幻
惑
さ
れ
ず
、
そ
の
暴
力
性
を
暴
く
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
生

活
連
関
は
、
文
化
性
、
社
会
性
、
歴
史
性
な

ど
に
従

っ
て
言
語
を
通
じ
て
多
元
的
に

「色
付
け
」
さ
れ
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

わ
れ
わ
れ
を
拘
束
す
る
生
活
世
界

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
生
活
圏
域
の
外
的
距

離
は
も
ち
ろ
ん
、
内
的
相
違
に
よ

っ
て
も
そ
の
相
互
主
観
性
に
お
け
る
断
絶
の

可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
は
生
を
遂
行
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
生

活
世
界
が
前
了
解

の
資
源
と
し
て
、

一
種
の
確
信
の
地
平
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
の
裏
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
多

元
的
に
局
在
化
さ
れ
た
個

々
の
わ
れ
わ
れ
に

と

っ
て

「
生
き
生
き
と
し
た
」
意
味
を
付
与
す
る
た
め
に
、
生
活
世
界
は
、
個

別
化
、
細
分
化
、
洗
練
化
を
許
す

よ
う
な
し
な
や
か
さ
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
生
活
世
界
は

一
枚
岩
で
融
通

の
き
か
な
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
七
か

し
個
別
的
な
生
活
連
関
に
対
し
て
し
な
や
か
で
生
き
生
き
と
し
た
意
味
の
基
盤

と
し
て
の
生
活
世
界
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
が

「生
き
生
き
と
し
た
」
程

度
に
応
じ
て
、
そ
の
集
団
的
個
別
性
を
共
有
し
な
い
も
の
に
対
し
て
は
疎
遠
で

排
他
的
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
こ
と
は

「他
者
の
他
者
性
」
が
問
題

と
な
る
場
合
に
必
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
状
況
に
お
い
て
顕
前
す
る
相
互

主
観
性
の
断
絶
と
し
て
前
面
に
現
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
断
絶
の
可
能
性
を

す
で
に
見
た
よ
う
に
ガ
ダ

マ
ー
は
問
題
と
し
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
抽
象
的
な
歴

史
性
に
お
い
て
解
消
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
亀
裂
を

端
緒
と
し
て
行
な
わ
れ
る
、
協
働
の
他
者
理
解
、
文
化
の
再
生
産
、
修
正
、
革

新
と
い
う
問
題
の
解
決
を
地
平
の
融
合
と
い
う
漠
然
と
し
た
作
用
に
ゆ
だ
ね
て

し
ま
う
こ
と
は
、
既
存
の
暴
力
的
関
係
を
も
手
付
か
ず
の
ま
ま
温
存
し
て
し
ま

う
の
み
な
ら
ず
、
他
者
と
の
あ
い
だ
で

「飲
み
込
む
-飲
み
込
ま
れ
る
」
と
い

う
支
配
関
係
を
新
規
に
生
み
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。

地
平
が
持

つ
べ
き
相
互
主
観
性
と
統
合
的
性
格
と
を
、
ガ
タ
マ
ー
の
よ
う
に
た

ぬ

も

し

ヘ

へ

ぬ

だ
主
観
を
越
え
た
か
た
ち
で
の
み
見
い
だ
す
こ
と
は
、
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
と

し
て
相
互
承
認
さ
れ
て
い
る
状
態
だ
け
を
捉
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら

も

ヘ

ヘ

へ

の
属
性
は
あ
く
ま
で
も
実
践
に
携
わ
る
諸
主
体
の
あ
い
だ
で
生
じ
、
維
持
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
生
活
世
界
が

「
生
き
生
き
と
し
た
」
意
味
の
明
証
を
付
与
す
る

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
活
実
践
の
状
況
と
緊
密
に
結

び
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
マ
ス
が
生
活
世
界
と
呼
ぶ
の
は
、
言
語
の
道
具
的
、
了
解
志
向
的
使

用
の
区
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
実
践
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
頼
り
に
し
て
い

る
認
識
と
行
為
の
た
め
の
前
反
省
的
な
前
提
で
あ
る
。
こ
の
生
活
実
践
が
言
語

を
通
じ
て
接
近
を
試
み
ら
れ
る
の
は
、
次
の
理
由
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の

「生
活
史
的

玄
o
αq
話
弓
臣
ω畠
」
な
個
別
状
況
に
置
か
れ
て
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い
る
も
の
の
、
誰
か
と
共
に
相
互
行
為
を
行
な
う
た
め
に
は
、
互
い
に
共
有
さ

れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
の
文
法
と
い
う
普
遍
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
生
活
実
践
の
内
部
に
は
、
潜
在
的
で
あ
ろ
う
と
、
命

題
的
.知
識
の
伝
達
、
規
範
的
秩
序

へ
の
言
及
、
意
志
の
表
出
と
い
っ
た
行
為
が

言
語
的
に
分
節
化
さ
れ

(そ
の
緻
密
さ
の
度
合
は
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
も

の
の
)
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

ハ
ー
バ

マ
ス
が
背
景
と
し
て
の
生
活
世

界
を
再
構
成
す
る
た
め
に
、
言
語
的
生
活
実
践

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
導

入
す
る
の
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
参
加
者
と
し
て
自
己
に
向
け
る
反
省

的
な
視
座

i

彼
に
言
わ
せ
れ
ば

「解
釈
学
的
な
視
座
」

1

で
あ
る
。
つ
ま

ヘ

ヤ

り
、
彼
は

「
参
加
者
が
言
語
を
あ
る
事
柄
の
共
通
の
理
解
に
、
も
し
く
は
共
通

ヘ

へ

　お
　

へ

の
見
解
に
達
す
る
た
め
に
使
用
」
し
、
「話
し
手
が
自
分

の
意
見
の

(く
o
ロ
)ぬ

表
現
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
彼

の
属
す
る
言
語
共
同
体
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と

、

、

、

、

、

、

(33
)

共
に

(巨
け)
世
界
内

の
あ
る
も

の
に
つ
い
て

(帥
び
奠
)
対
話
を
し
て
い
る
」

と
い
う
発
話
状
況
に
行
為
者
-
解

釈
者
と
し
て
臨
み
な
が
ら
、
言
語
的
に
分
節

　　
　

化
さ
れ
た
了
解
性
の
次
元
を
分
析
-
解
釈
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。

形
式
語
用
論
的
視
座
か
ら
ハ
ー
バ
マ
ス
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為

が
常
に
三

つ
.の
妥
当
性
要
求

(真
理
性
、
規
範
性
、
誠
実
性
)
を
掲
げ
、
文
化

的
再
生
産
、
社
会
統
合
、
社
会
化
と
い
う
機
能
を
果
た
し
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム

ヘ

ヘ

マ

統
合
と
並
ん
で
社
会
的
統
合
に
役
立

つ
こ
と
を
主
張
す
る
。
生
活
世
界
と
は
、

歴
史
の
過
程
の
中
で
文
化
、
社
会

、
人
格
と
い
う
三

つ
の
自
律
的
領
域
に
分
離

し
た
前
反
省
的
-
非
主
題
的
な
知

の
集
積
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
先
行
的
了
解
性

は
我

々
に
対
し
て
、
意
味
、
解
釈
を
担
う
だ
け
で
な
く
、
我

々
の
行
為
を
も
規

制
す
る
地
盤
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
す
べ
て
の
行
為
老
は
、

伝
統
、
連
帯
的
集
団
、
社
会
化
と
学
習
過
程
に
参
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
産
出
物
で
も
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
生
活
世
界
の
再
構
成
と
い
う
課

題
に
つ
き
ま
と
う
上
述
の
困
難
さ
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
ハ
ー
バ
マた

ス
は
こ
の
日
常
的
生
活
実
践
に
お
け
る
内
的
視
座
か
ら
、
い
わ
ば
対
話
状
況
越

りし
に
生
活
世
界
に
対
し
て
眼
差
し
を
向
け
る
の
で
あ
る
。

W
.
非
了
解
的
な
る
も
の
の
了
解
の
た
め
に

生
活
世
界
概
念
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
に
解
釈
学
的
視

座
を
適
用
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
解
釈
学
的
学
問
の
た
め
に
生
活
世
界
概
念
を

援
用
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
す
。
生
活
世
界
は
わ

れ
わ
れ
の
生
活
実
践
に
お
け
る
認
識
と
行
為

の
た
め
の
前
了
解
さ
れ
た
規
制
的

条
件
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
で
の
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
不
可
分

な
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
活
世
界
は
常
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ソ
の
条
件
で
あ
り
な
が
ら
、
主
題
に
応
じ
て
部
分
的
に
際
立
た
さ
れ
、
場
合
に

よ

っ
て
そ
れ
自
体
具
体
的
内
容
に
お
い
て
変
容
を
被
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
わ
れ
わ
れ
の

「あ
い
だ
」
に
お
け
る
実
践
的
活
動
と
生
活
世
界
の
関
係
を
問

う
こ
と
で
、
生
活
世
界
の
被
媒
介
性
、
歴
史
性
、
確
信
と
し
て
の
相
互
了
解
性

と
相
互
主
観
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

生
活
世
界
が
そ
の
現
れ
と
変
容
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
時
間
化
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
に
、
そ
の

「
生
き
生
き
と
し
た
」
特
性
を
語
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
他
老
理
解
の
問
題
に
お
い
て
も
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
生
活
世

界
概
念
の
適
用
は
、
よ
り
大
き
な
説
明
力
を
期
待
で
き
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
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う
に
、
私
の
置
か
れ
て
い
る
生
活
世
界
の
社
会
-
文
化
的

コ
ソ
テ
ク
ス
ト
を
考

慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
純
粋
な
る

「私
」
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
「
私
性
」
を
脱
中
心
化
し
自
ら
を
協
働
の
社
会
化
過
程
の
内
部

に
見
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
完
全
な

「私
性
」
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
相
手

へ

ぬ

の
個
別
性
に
注
意
を
払

い
つ
つ
も
相
互
了
解
を
確
信
し
て
い
る
社
会
-文
化
的

な
生
活
世
界
を
手
掛
か
り
に
、
相
手
の
理
解
を
.試
み
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
状
況
に
お
い
て
生

活
世
界
的
背
景
知
は
常
に
実
効
的

で
あ
り
、
参
加
者
間
の
不

一
致
か
ら
日
常
生

活
に
お
け
る
意
味
と
解
釈
に
つ
い
て
の
相
互
了
解
を
守
り
、

一
種
の
安
定
化
作

用
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ハ
ー
バ

マ
ス
に
お
け
る
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
生
活
世
界
概
念

と
の
結
合
は
、
す
で
に
あ
る
個
別
的
な
集
団
的
同

一
性
に
依
拠
し
て
い
る
が
た

め
に
、
互
い
に
疎
遠
な
集
団
に
属
す
も
の
同
士
の
関
係
を
想
定
す
れ
ば
す
ぐ
に

そ
の
限
界
に
突
き
当
た

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
に
な

る
だ
ろ
う
が
、

ハ
ー
バ

マ
ス
に
お

い
て
解
釈
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
は
彼
の
理
論
的

生
命
線
と
も
言
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
議
論
に
は

「
解
釈
学
的
」

で
あ
る
が
ゆ
え
の
限
界
も
ま
た
含
み
込
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
よ
り
深
刻
な
形
で
の

「
他
者
性
」
、
生
活
世
界

の
社
会
-
文
化

的
境
界
性
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
た
ち
ま
ち
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
。
最

後
に
こ
の
問
題
を
、
生
活
世
界
の
合
理
化
論
と
絡
め
な
が
ら
提
起
し
て
み
た
い

と
思
う
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為

と
生
活
世
界
と
の
相
互
補
完
的
な
循
環
関
係

は
、
そ
の
個
々
の
状
況
に
お
け
る
行
為
調
整
と
生
活
世
界
の
部
分
的
再
生
産
の

過
程
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
共
有
さ
れ
た
生
活
世
界
の
学
習
過
程
、
形
成
過
程

で
あ
る
。
こ
の
不
断
の
過
程
に
お
い
て
及
ぼ
さ
れ
た
変
革
の
過
程
を

ハ
ー
バ

マ

　
お
　

ス
は
生
活
世
界
の
合
理
化
過
程
と
し
、
彼
の
近
代
化
論
の
中
心
に
据
え
る
。
こ

こ
で
彼
は
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の
特
性
と
し
て
、
文
化
、
社
会
、
人
格
と

い
う
三

つ
の
個
別
領
域

へ
の
構
造
分
化
、
内
容
と
形
式
と
の
分
離

(具
体
的
-

複
数
形
の
生
活
様
式
か
ら
の

一
般
的
生
活
世
界
構
造
の
分
離

・
抽
象
化
)
、
シ

ン
ボ
ル
的
再
生
産
の
反
省
の
制
度
化

(専
門
化
)
を
挙
げ
て
い
る
。
生
活
世
界

が
合
理
化
さ
れ
、そ
の
実
質
的
内
容
が
複
雑
に
な
る
に
つ
れ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
失
敗
、
亀
裂
と
い
う
危
険
性
も
ま
た
増
大
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
コ

ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
失
敗
と
解
釈
の
浪
費
と
い
う
リ
ス
ク
と
負
担
を

免
除
す
る
た
め
に
、
計
算
可
能
な
価
値
量
と
の
目
的
合
理
的
交
渉
が
貨
幣
と
権

力
と
い
う
制
御
媒
体
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
言
語
的

な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
代
わ

っ
て
、
貨
幣
と
権
力
に
よ

っ
て
媒
介

さ
れ
る
経
済
と
行
政
と
い
う
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
が
自
律
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
マ
ス
が
構
想
す
る
社
会
概
念
と
は
、
社
会
の
社
会
的
統
合
を
担
う
生

活
世
界
と
、
社
会
の
物
質
的
再
生
産
機
能
と
行
為
連
関
の
シ
ス
テ
ム
統
合
を
行

使
す
る
シ
ス
テ
ム
と
い
う
、
二
層
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
シ
ス
テ
ム

は
、
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
の
限
界
を
生
活
世
界
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
属
し
て

い
る
社
会
の
制
度
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産

力
の
向
上
と
シ
ス
テ
ム
の
複
合
性
の
増
大
と
い
う
問
題
解
決
に
必
要
な
技
術
的

・
組
織
的
な
知
は
、
社
会
の
認
知
的
学
習
過
程
と
道
徳
的

・
実
践
的
枠
組
み
の

合
理
化
の

一
定
段
階

へ
の
到
達
に
従

っ
て
は
じ
め
て
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
シ
ス
テ
ム
統
合
は
、
さ
ら
に
全
体
と
し
て
の
社
会
進
化
は
、
生
活
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世
界
に
お
け
る
合
理
化
の
進
展
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
生
活
世
界
の
了
解
性
、
安
定

性
の
保
持
を
目
的
と
す
る
は
ず
の
、
サ
ブ
シ

ス
テ
ム
の
自
律
化
と
い
う
過
程
は

ー

そ
れ
が
ハ
ー
バ
マ
ス
に
よ

っ
て
解
釈
さ

れ
た

「
啓
蒙

の
弁
証
法
」
な
の
で
あ
る
が

1

両
義
的
な
結
果
を
も
招
く
こ
と

に
な
る
。

つ
ま
り
、
社
会
の
物
質

的
基
盤
の
維
持
を
担
う
シ
ス
テ
ム
が
、
生
活

世
界
か
ら
の
規
範
的
な
拘
束
を
断

ち
切
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
保
存
の
欲
求

充
足
の
た
め
に
貨
幣
と
権
力
に
よ

っ
て
統
制
さ
れ
た
領
域
拡
大
を
生
活
世
界
に

対
し
て
迫
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
通
じ

て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
生
活
領
域
を
、
シ
ス
テ
ム
に
奉
仕
す
る
機
能
主
義
的

合
理
性
を
唯

一
の
尺
度
と
す
る
領
域
に
併
呑
し
て
し
ま
う
こ
と
を
究
極
の
目
標

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
程
が
、
ハ
ー
バ
マ
ス
が
近
代
に
お
け
る
病
理

的

現

象

の
原

因
と

し

て
指

摘

す

る

「
生

活

世
界

の
植

民

地
化

象
.Φ

国
o
ご
巳
ωδ
毎
ロ
σq
血
奠

い
Φげ
①
霧
ミ
Φ置

と
い
う
現
象
で
あ

っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が

近
代
的
理
性
批
判
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
与
え
て
き
た
物
象
化
現
象
の
真
の
姿

と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
ハ
ー
バ
マ
ス
が
描
い
て
見
せ
る
近
代
化
の
理
論
は
、
ホ
ル
ク
ハ
イ

マ
i
、
ア
ド
ル
ノ
の

「
啓
蒙
の
弁
証
法
」
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
に
陥
る
こ
と
は

な
い
。
無
論
、
こ
の
議
論
に
よ

っ
て
シ
ス
テ
ム
合
理
性
の
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い

侵
攻
が
は
じ
め
か
ら
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
、
無
力
化
さ
れ
る
わ
け

で
も
な
い
。
し
か
し
、
理
性
は
そ

こ
で
は
も
は
や
道
具
的
理
性
に
縮
減
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、

ハ
ー
バ
マ
ス
が

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
的
理
性
と
呼
ぶ
多
元
的

な
理
性
の
立
場
か
ら
の
批
判
の
可
能
性
が
絶
え
ず
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
確
か
に
、
近
代
化
と
い
う
運
動
が
自
己
崩

壊

へ
向
か
う
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
啓
蒙
と
い
う
過
程
が
本
当
に

一
方
向
的
に

終
焉

へ
と
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
旧
来
の
問
い
か
け
に

対
し
て
、
い
ら
ち
な
答
え
を
出
す
こ
と
が
控
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
分
か
る
だ
ろ
う
。
理
性
の
多
元
性
を
視
野
に
収
め
る
こ
と
で
、
「
理
性
を
も

っ
て
理
性
を
制
す
」
と
い
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、

生
活
世
界
の
合
理
化
と
い
う
現
象
が
惹
き
起

こ
す
両
義
的
な
帰
結
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

「植
民
地
化
」
と
い
う
、
い
わ
ば
生
活
世
界

に
と

っ
て

「外
的
な
」
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
領
域
か
ら
の
侵
犯
行
為
の
み

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

「外
的
」
と
は
言

っ
て
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
こ
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
は
社
会
進
化
の
同

一
の
次
元
に
お
い
て
生
活
世
界
に

規
範
的
に
係
留
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。
こ
こ
で
私
は
、
合
理
化
さ
れ
つ

つ
あ
る
生
活
世
界
に
お
い
て
も
、
い
わ
ば
内
的
に
抱
え
続
け
て
い
る
は
ず
の
問

題
を
ま
ず
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
思
う
に
そ
れ
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
相
互

了
解
の
地
平
と
し
て
の
生
活
世
界
に
依
存
す
る
際
に
、
い
つ
で
も
顕
現
し
か
ね

な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
が
厄
介
な
点
は
、
そ
の
指
摘
も
ま
た
解
釈
学

的
視
座
に
よ

っ
て
可
能
と
な
る
も
の
の
、
従
来
の
解
釈
学
の
言
語
で
も

っ
て
し

て
も
説
得
力
の
あ
る
解
決
が
困
難
な
点
に
あ
る
と
言
え
る
。

生
活
世
界
の
合
理
化
の
第

二
の
契
機
、
つ
ま
り

一
般
的
な
生
活
世
界
構
造
が

次
第
に
分
離

・
抽
象
化
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
複
数
の
生
活
様
式
が
、
そ
の
核

心
と
し
て
の
普
遍
的
形
式
的
規
準
に
従

っ
て
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
る
。

つ

ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
世
界
の
構
造
内
部
で
、
文
化
の
反
省
化
、
価
値
や
規

範
の
普
遍
化
、
社
会
化
さ
れ
た
主
体
の
個
人
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
普
遍
的
規
準

に
の
っ
と

っ
て
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
漸
次
的
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
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い
わ
ゆ
る

「
呪
術
か
ら
の
解
放
」

に
従

っ
て
、
因
襲
的
世
界
像
か
ら
諸
活
動
が

自
律
的
に
可
能
と
な
る
。
こ
こ
で

ハ
ー
バ
マ
ス
が
合
理
化
さ
れ
た
生
活
世
界
の

要
素
と
考
え
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
.の
生
活
様
式
に
妥
当
性
を
付
与
す
る
よ

う
な
狭
義
の
普
遍
的
形
式
概
念
と
共
に
、
そ
れ
ら
に
容
認
さ
れ
て
可
能
と
な

っ

た
多
元
的
な
具
体
的
な
生
活
様
式

の
総
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
生

活
世
界
の
内
部
で
普
遍
的
規
準
が
自
律
化
し
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
合
理
化

が
過
程
的
性
格
を
持

つ
限
り
、
次

の
よ
う
な
問
題
を
孕
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
強
制
と
は
関
係
が
な
く
と
も
、
新
た
に
解
放
さ

れ
た
多
元
的
な
生
活
様
式
と
共
に
、
広
義
の
生
活
世
界
自
体
に
因
襲
的
-
非
理

性
的
と
も
言
え
る
契
機
が
旧
来

の
ま
ま
残
存
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
言
語
に
関
し
て
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
生
活
世
界
の
内
部
に
暴
力
的

-
非
理
性
的
契
機
が
抽
象
的
な
了
解

性
を
帯
び
た
ま
ま
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
う
し
た
契
機
は
、
反
省
に
先
駆
け
て
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
染
み
付
い

て
い
る
と
言

っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ら
は
前
反
省
的
に
潜
む
限
り
で
非
了
解
の
宣

告
を
免
れ
、
合
理
化
さ
れ
た
部
分
と
共
に
生
活
世
界
的
背
景
知
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
体
制
維
持
の
た
め
の
命
法
を
掲
げ
る
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
植
民
地
化

の
脅
威
は
、
確
か
に
強
力
で
何
よ
り

も
よ
り
全
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

わ
れ
わ
れ
の
個
別
的
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
状
況
が
成
立
し
な
い
、
あ
る
い

は
理
想
的
発
話
状
況
が

「
理
想
的
」

で

「反
事
実
的
」
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て

し
ま
う
の
は
む
し
ろ
、
生
活
世
界

に
内
在
す
る
因
襲
的
か

つ
非
了
解
的
な
要
素

に
も
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
ー
バ
マ
ス
の
ガ
ダ

マ
ー
批
判
は
、

解
釈
学
が
陥
り
が
ち
な
、
歴
史
的
伝
承
に
も
実
際
に
内
在
す
る
こ
う
し
た
契
機

へ
の
盲
目
性

・
無
批
判
性
を
衝
い
た
も
の
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
、

ハ
ー
バ
マ
ス
の
生
活
世
界
の
合
理
化
論
も
こ
の
点
を
汲
ん
だ
上
で
な
さ
れ
て
い

る
は
ず
な
の
だ
が
、
生
活
世
界
が
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
互
了
解
的
な
不

可
避
の
前
提
と
し
て
働
く
と
い
う
側
面
を
際
立
た
せ
る
反
面
で
、
.無
批
判
的
に

継
承
さ
れ
か
ね
な
い
契
機
の
存
在
に
つ
い
.て
積
極
的
に
語
る
こ
と
を
怠

っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
合
理
化
、
モ
デ
ル
ネ
と
い
う
現
象
が
、
未
だ
終
ら

な
い
過
程
で
あ
る
限
り
、
そ
の
背
後
に
非
合
理
的
、
因
襲
的
契
機
が
残
さ
れ
て

い
る
可
能
性
は
疑
い
え
な
い
。
社
会
、
文
化
的
に
妥
当
し
て
い
る
規
準
に

「
理

解
」
で
き
、
政
治
的
に
も
賛
同
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
因
襲
的
な
価
値
に
捉

わ
れ
、
可
能
で
あ
る
限
り
了
解
志
向
的
な
態
度
か
ら
退
こ
う
と
し
て
し
ま
う
態

度
が
事
実
と
し
て
あ
る
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
批

判
的
反
省
の
俎
上
に
登
ら
な
い
限
り
、
盲
目
的
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
性
質
が
自
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
世
界
の
合
理
化
や
モ

デ
ル
ネ
の
過
程
性
を
引
き
合
い
に
出
し
、
実
在
す
る
因
襲
的
要
素
を
そ
れ
に
課

せ
ら
れ
た
将
来
的
課
題
と
し
て
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
危
険

性
を
封
じ
込
め
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
ず
、
か
え

っ
て
そ
れ
ら
の
延
命
に
貢

献
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
植

民
地
化
現
象
な
ど
と
い
う
の
は
、
シ
ス
テ
ム
単
独
の
自
己
保
持

へ
の
欲
求
で
は

な
く
、
こ
う
し
た
契
機
に
取
り
付
か
れ
た
ま
ま
の
恣
意
と
シ
ス
テ
ム
的
合
理
性

と
の
協
働
に
よ

っ
て
導
か
れ
た
場
合
ほ
ど
厄
介
な
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
。
こ
の
場
合
に
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
領
域
は
、

生
活
世
界
に
お
け
る
合
理
化
さ
れ
て
い
な
い
残
余
と
、
合
理
化
の
進
ん
だ
シ
ス

テ
ム
と
の
あ
い
だ
で
不
自
由
な
形
で
板
挟
み
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
合
理
化
あ
る
い
は
多
元
化
に
お
い
て
変
容
す
る
生
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活
世
界
の
境
靆
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
的
行
為
に
お

け
る
生
活
世
界
の
再
生
産
の
過
程
は
、

ハ
ー
バ

マ
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
常
に

不

一
致
と
不
適
切
な
解
釈
に
よ
る
失
敗
の
危
険
性
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る

意
味
と
解
釈
に
お
け
る
誤
解
を
除
け
ば
、
こ
の
不

一
致
性
、
不
適
切
性
の
原
因

と
し
て
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
参
加
者
に
よ

っ
て
妥
当
性
要
求
を
さ
れ
て

い
る
事
柄
と
そ
の
解
釈
が
、
既
存

の
生
活
世
界
的

コ
ン
セ
ソ
サ
ス
に
照
ら
し
て

み
て

「馴
染

の
な
い
」

こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

「馴
染
の
な
さ
」

は
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
合
理

化
さ
れ
た
生
活
世
界
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
様

々
な
形
式
的
規
準
に
照
ら

し
て
妥
当
で
な
い
場
合
と
、
実
際

の
自
ら
の
具
体
的
な
生
活
習
慣
に
照
ら
し
て

具
体
的
異
他
性
を
意
味
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ど
ち
ら
の
「馴

染
の
な
い
」
も
の
に
せ
よ
、
既
存

の
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
と
の
連
続
性
に
あ
る
現
象

に
せ
よ
、
生
活
世
界
の
合
理
化
、
多
元
化
と
い
う
現
象
が
こ
れ
ら
を
自
ら
に
許

容
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
も
の
の
、
社
会
-文
化
的
安
定

・
統
合
に
対
し
て
は
、

ま
ず
脅
威
と
し
て
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
世
界
的

コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
境
界
が
変
容
す
る
際
に
は

そ
の
つ
ど
、
本
来
は
確
信
に
過
ぎ
な
い
か
も

知
れ
な
い
そ
の
集
団
に
お
け
る
同

一
性
と
相
互
了
解
を
再
び
主
題
化
し
、
改
訂

と
維
持
と
い
う
課
題
を
は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
失
敗
し
、

社
会
的

コ
ソ
フ
リ
ク
ト
が
発
生
す
る
危
険
性
を
鑑
み
れ
ば
、
生
活
世
界
の
変
容

と
は
社
会
統
合
に
お
け
る
危
機

へ
の
出
発
点
と
も
な
り
か
ね
な
い
は
ず
で
あ

る
。さ

ら
に
、
生
活
世
界
の
合
理
化

の
帰
結
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
の
段
階

に
お
い
て

「馴
染
の
な
い
」
要
素

に
対
し
て
も
自
由
に
議
論
を
行
な
う
こ
と
を

形
式
的
に
保
証
す
る

一
方
で
、
そ
の
鏡
界
性
ゆ
え
に
外
部
か
ら
の

「
馴
染
の
な

い
」
も
の
の
妥
当
性
を
実
質
的
に
許
容
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
生
活

世
界
が
行
使
す
る
、
相
互
了
解
に
依
拠
し
た
社
会
-
文
化
的
統
合
力
は
、
そ
も

そ
も
あ
る
境
界
を
持

っ
た
社
会
集
団
の
内
部
に
お
い
て
の
み
作
用
す
る
の
で
あ

る
。
確
か
に
、
ハ
ー
バ

マ
ス
の
生
活
世
界
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
議
論
は
、

地
平
の
融
合
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
よ
り
は
、
対
話
の
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
で

自
立
し
た
社
会
-
文
化
的
領
域
の
個
別
性
に
対
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
生
活
世
界
の
合
理
化
自
体
に
、
同

一
の
生
活
世
界
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
属
す
る
も
の
同
士
と
同
様
な
形
で
、
異
文
化
の
あ
い
だ
の
相
互
了
解
を
前
も

っ
て
保
証
す
る
よ
う
な
要
素
を
期
待
す
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
活
世

界
の
合
理
化
と
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
境
界
を
共
有
す
る
も
の
同
士
の
関
係
に

お
い
て
、
集
団
内
的
な
同

一
性
が
再
生
産
、
集
約
さ
れ
て
い
く
過
程
な
の
で
あ

る
。ま

た
、
外
的
視
座
に
立
て
ば
、
生
活
世
界
の
合
理
化
と
い
う
過
程
が
実
は
非

同

一
的
な
も
の
を
鏡
界
付
け
る
た
め
の
過
程
で
も
あ
る
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ

う
。
あ
る
い
は
議
論
の
た
め
の
普
遍
的
な
規
則
が
、
こ
の
生
活
世
界
を
共
有
し

な
い
も
の
同
士
に
も
了
解
志
向
的
な

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
保
証
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
対
話
も
ま
た
困
難
を
極
め
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

あ
る
集
団
と
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
経
験
す
る
形
成
-
学
習
過
程
の
結
果
と
し
て

の
社
会
-
文
化
的
な
規
範
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を

そ
も
そ
も
拒
否
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
結
局
、
解
釈
学
的
方
法
に
よ

る
他
者
理
解
を
試
み
る
も
の
に
と

っ
て
、
解
釈
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
そ
の

限
界
に
直
面
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
方
で
こ
の
社
会
-
文
化
的
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拘
束
性
を
持

っ
た

コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
内
的
視
座
を
有
す
る
も
の
に
対
し

て
は
、
他
者
像
の
構
築
や
相
互
了
解
の
た
め
の
有
効
な
準
拠
点
と
な
り
う
る
の

だ
が
、
他
方
で
そ
れ
は
そ
の
双
方

の
側
に
お
け
る
求
心
的
拘
束
力
ゆ
え
に
相
互

了
解
を
不
可
能
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
相
手
と
同
様
に
自
分
に
と

っ
て
も
固
有
の
生
活
世
界
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
集
団
的
な
同

一
性
を
維
持
し

強
化
す
る
方
向

へ
と
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

「他
者
の
社
会
-
文

化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
自
分
自
身

の
生
活
様
式
の
規
範
的
拘
束
性
と
の
あ
い
だ

で
い
か
に
調
和
さ
せ
、
自
分
の
内
部

に
受
容
で
き
る
の
か
」
を
問
う
、
そ
れ
自

体
相
互
了
解
に
依
拠
で
き
な
い
メ
タ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
補
完
的
に
必
要

と
な

っ
て
く
る
。
仮
に
そ
の
た
め
に
何
ら
か
の
了
解
が
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
非
了
解
的
な
る
も
の
を
受
け

入
れ
る
た
め
の
、
メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
け
る

了
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
あ
る
生
活
世
界
に
対
す
る

「よ
そ
も
の
」
は
確
か
に

「よ
そ
も
の
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
よ

そ
も
の
」
が
排
除
の
な
い
状
態
で
な
お
同
化
さ
れ
ず

「よ
そ
も
の
」
で
あ
り
え

る
の
は
、
「
よ
そ
も
の
」
自
体
の
同

一
性
が
別
の
集
団
的
同

一
性
の
側
か
ら
承

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
生
活
世
界
の
合
理
化
が
、
異
文
化
問

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、
そ
こ
で
差
別
や
排
除
が
入
り
込
ま
な
い
限
り
で

「
よ
そ
も
の
」
を
許
容

す
る
、非
了
解
的
な
も
の
の
存
在
を
前
も

っ
て
了
解
す
る
と
い
う
エ
ー
ト
ス
を
、

そ
の
帰
結
と
し
て
実
現
し
て
い
る
場
合
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
ー
バ

マ
ス
の
生

活
世
界
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論

は
、
社
会
-
文
化
的
に
隔
た
り
を
持

つ
も
の
の
あ
い
だ
の
対
話
に
は
、
そ
の
ま

ま
の
形
で
は
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ハ
ー
バ

マ
ス
の
議
論
に
即
し
て
言
う

な
ら
ば
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
-
文
化
的
形
成
-
学
習
過
程
を
経
た
、
生

活
世
界
に
よ
る
相
互
了
解
と
い
う
支
え
を
共
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
限
界
は
、
ま
さ
に
生
活
世
界
が
帯
び
る

「生
き
生
き
と
し
た
」
特
性
、
生
に

対
す
る
意
味
の
多
様
性
を
保
持
す
る
た
め
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犠
牲

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
生
活
世
界
の
境
界
は
、
反
省
に
先
が
け

て
準
拠
さ
れ
て
い
る
他
者
の
学
習
過
程
を
、
当
該
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

メ
タ
次
元
に
お
い
て
疑
似
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
克
服
可
能

と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
ハ
ー
バ
マ
ス
の
生
活
世
界
論
に
お
け
る
限

界
か
ら
、
こ
う
し
た
対
話
状
況
を
可
能
に
す
る
た
め
の
課
題
は
す
で
に
与
え
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
文
化
の
内
部
と
思
わ
れ
て
い
る
領
域
に

お
い
て
で
す
ら
、
自
他
共
に
自
ら
の
社
会
-
文
化
的
媒
介
性
を
放
棄
せ
ず
、
な

お
か
つ

「
他
者
の
他
者
性
」
を
自
己
の
集
団
的
同

一
性
に
包
摂
し
な
い
、
と
い

う
態
度
は
困
難
を
極
め
る
。
我

々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
態
度
に
加

え
て
、
「
了
解
不
可
能
性
」
に
対
し
て
安
易
な
解
決
を
求
め
ず
、
そ
れ
を
出
発

点
と
す
る
よ
う
な
対
話
の
理
論
を
構
想
す
る
と
い
う
課
題
に
他
な
ら
な
い
。

注(
1
)
本
稿
は

一
九
九

三
年

一
二
月

一
一
日
に
お
け
る
第

一
〇

回
日
本
現
象
学

・
社
会

科
学
会

(於
大
妻
女
子
大
学
)
で

の
研
究
発
表
、
「
ハ
ー
バ

マ
ス
の
生
活
世
界
論
」

の
内
容
を
敷
延
し
た
も

の
で
あ
る
。

(2
)
生
活
世
界
概
念
に
残
さ
れ
た
問
題
を
こ

こ
で
網
羅

す
る
こ
と
は

で
き
な

い
が
、

そ
れ
ら

の
内
で
特
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
挙
げ

て
お
こ
う
。

1

.
生
活
世
界
が

「
日
常

生
活

の
世
界

窪
仙
≦
o
「
匡

o
h
Φ
〈
臼
且

昌
占
一け
」

と

い

ハーバマスの生活世界論159



か
に
異
な

っ
て
い
る
の
か
、
あ

る
い
は
同

一
な

の
で
あ
る
か
。

2
.
生
活
世
界

が
持

つ
根
源
的

明
証
性

、
ア
プ

リ
オ

リ
性
は
、
歴
史
的
変
様
性
.と

い
か
に
両
立

で
き
る
の
か
。

(
タ
テ
方
向

に
お
け

る
生
活
世
界

の
複
数
-
単

一
性

の

問
題

)

3
.
生
活
世
界

は
社

会
-文
化
的

に
規
定

さ
れ
る
こ
と
は
な

い
の
か
。

(
ヨ

コ
方
向

に
お
け
る
生
活

世
界

の
複
数

-単

一
性
の
問
題
)

4
.

(2
と

3
の
問
題
と
関
連
し

て
)
生

活
世

界

の
相
互
主
観
性

は
い
か
に
保
た

れ
る
の
か
。

5
.
言
語
的

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
と
生
活
世
界
と
は

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

(3

)
<
σq
ド
臣

§

巳

ぎ

ω
ω
Φ二
堕
望

⑦
琴

巨

ω
α
興

2

δ
鼠

ω
。冨

昌
ヨ

ω
ω曾

ω9

9。
h§

篝

山
幕

器

器

N
①
a

g

邑

①
℃
ゴ
彎

。
ヨ
Φ
ま

δ
oq
δ

含

ロ
ω
ω
Φ二
一弩

。
-
bd
α
・
≦

》
B

Φ
撃

.
畧

ω
oq
o
αq
Φ
び
窪

く
8

煢

。
ゆ
陣o
日
or

]≦
彎
餓
盞

ω
Z
ご
ず
o
鉾

H
り
①
b。
二

(以

降

丙
ユ
ω冨

と

略

記

。)
"

(邦

訳

は

細

谷

恒

夫

、

木

田

元

訳

『
ヨ

ー

ロ

ッ
パ

諸

学

の
危

機

と

超

越

論

的

現

象

学

』
、

中

央

公

論

、

一
九

七

四

年

。
)
●

ぬ

カ

う

(
4
)

フ

ッ
サ
ー

ル
が
生
活
世
界
論

に
対
し

て
認
め
た
機
能
は
、
地
盤
機

能
と
手
引

き

機
能

ド
Φ
筐
巴

o
亭
閃
暮

篝
δ
昌

で
あ
る
。
手
引
き
機
能
と

い
う

の
は

、
端
的

に
言

う
な
ら
ば

、
超
越
論
的
主
観
性

の
構
成
能
作

へ
の

「
手
引
き
」
と
な
る
た
め

の
機

能

で
あ

る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は

こ
れ
ら

の
地
盤
機
能
と
手
引
き
機
能
が
う
ま
く
機
能

す
る
限

り
で
、
我

々
の
生

の
隠
蔽
さ
れ

、
脅
か
さ
れ

て
い
る
部
分
を

回
復
す
る

こ

と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、

ハ
ー
バ

マ
ス
の
場
合
、
生
活
世
界

に
対
す

る
視
座

の

取
り
方
に
お
け
る

フ
ヅ
サ
ー
ル
と
の
相
違

か
ら
、
超
越
論
的
現
象
学

へ
の
道
は
最

初
か
ら
取
ら
れ
え
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
超
越
論
的
現
象
学

の
た
め

の

「
手
引

き
」
と
し
て
は

こ
の
機
能
を
受
容
で
き
な
い
。

(
5
)
B

・
ヴ

ァ
ル
デ

ソ
フ
ェ
ル

ス
が
、
シ

ュ
ヅ
ツ
批
判

に
お
い
て
指
摘

す
る
の
は

、

シ

ュ
ッ
ツ
の
他
者
理
解
論
に
「
誰
か
と
世
界
内
の
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
了
解

す
る
」

と

い

っ
た

「
相
互
理
解
」
的
契
機
が
欠
如
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
批
判

に
お

い
て
ヴ

ァ
ル
デ

ソ
フ

ェ
ル

ス
が

三
項

的
な
他
者

理
解

の
必
要
性
を
見

い
だ
す

の

も

、
言
語
使
用

の
あ
り
方
を
手
掛
か
り
と
し
て
で
あ
る
。
他
者
理
解

論
と
生
活

世

界
論
と
が

不
可
分
な
関
係

に
あ
る
限
り
、
言
語
と
生
活
世
界

の
あ

い
だ
の
連

関
は

無

視
し
難

い
は
ず

で
あ
る
。
<
oQ
ピ

<
o
誘
け
Φ
ず
o
p

賃
昌
α
<
興
馨
9、
づ
臼
oq
ロ
旨
αQ
N
霞

oo
o
N
巨
嘗

ぎ
の
8
匡
①
〈
8

》

ω
o
暮

貫

冨

U
興

ω
豆
Φ
写
躄

日

ユ
o
の
く
Φ
匪
葺

魯

P

H
り
◎o
ρ

ω
自
ゴ
「犀
O
ヨ
や

(6
)
日
常

的
生
活
実

践
と
は
、

ハ
ー
バ

マ
ス
の
表
現
を
用

い
る
な
ら
ば
、
さ

ご
に
は

戦
略
的
行
為
も

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
的
行
為
も
等
し
く
見

い
だ
さ
れ

る
包
括
的

.
な
行
為
状
況
の

こ
と
で
あ
る
。
戦

略
的
行
為
が
生
活
世
界

と
相
互
補
完
的
な
関
係

に
な

い
と

い
う

の
は
、
そ
れ
が
知

や
規
範

の
資
源

と
し
て
生
活
世
界

に
依
拠
し

つ

つ
も
、
そ
れ

の
再
生
産
や
維
持

に
は
直
接

的
に
は
貢
献

し
な
い
と
い
う

こ
と
を
意

味
す
る
。

(
7
)
国
畦芭

ρ
ω
.
旨

α
`

(邦

訳
は

一
五
七
ペ

ー
ジ
)
・

(
8
)

<
o自
一
.
=
霧

ω
①
=
》
置

Φ
①
昌

N
置

Φ
一
p
雪

勺
げ
似
昌
o
ヨ
①
昌
o
一
〇
ぴq
一
Φ

q
づ
α

嘗

貯

o
ヨ
魯
o
ざ
αq
ぎ

冨

5
℃
げ
一δ
のε

三
p

≧
甘
o
拌

《
国
昜
ω
①
島

睾

P

切
9
日

》

Hり
刈
O
`

(邦
訳
は
渡

辺

二
郎
訳

『
イ
デ

ー

ソ
』
、
I
-
1
、
み
す
ず
書
房

、

一
九
七

九
年

。)

、
お
よ
び

、
新

田
義
弘
著

『
現
象
学
と
は
何
か
』
、
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九

九

二
年
を
参
考

に
さ
せ

て
い
た
だ

い
た
。

(9

)
<
σ・
こ

貯
α・
曾

田

σ
。
毒

餌
。・丶
z
蒄

器

ピ

ぎ

彗

p

↓
げ
8

『一Φ
血
2

0
①
邑

ω
。冨

陣

o
α
奠

ω
o
N芭

8
0ぎ

o
ざ
αq
一Φ
"
ω
9

時

9。
ヨ
歹

H
り
謡

こ

(邦

訳

は

佐

藤

嘉

一
、

山

口
節

郎

、

藤

沢

賢

一
郎

訳

『
批

判

理

論

と

社

会

シ

ス

テ

ム

理

論

』
、

木

鐸

社

、

一
九

八

七
年

。)
・

(10

)
<
窃q
ピ

≧

蹄
巴

ω
。
瑟

賁

∪
9

忽
蓴

冨

h8

b
亘
守

霍

α
奠

ω
o
N巨

穹

耄

Φ一け
(以

下

ω
〉

と
略

記

。)
鴇
ω
昏

時

9。
ヨ
や

.目
Φ
刈
O
`

(邦

訳

は
佐

藤

嘉

一
訳

『社

会
的

世

界

・の
意

味

構

成

』
、

木

鐸

社

、

一
九

九

二
年

)
・

(
11
)
<
αq
こ

凝

穹

田

ぴ
Φ
毒

餌
ρ

蜜

oぎ

§

嘗
透

ω
9
Φ
ω
U
①莫

Φ
P

ω
§

き

暑

・

H
⑩
Qo
り
.
o
α
①
5

目
①
×
け
ロ
昌
山
国
O
昌
什①
暮

"
ω
ロ
ず
時

9。
ヨ
歹

お

Φ
ド

(
12
)

寄

巨
ω
.
ω
.
鼠

①
・"
(邦

訳

は

二
〇

〇

ペ

ー

ジ
)
●

(
13
)

ウ

ル

リ

ッ
ヒ

・
ク

レ

ス
ゲ

ス
著

「
フ

ッ
サ

ー

ル

の

〈
生

活

世

界

〉

概

念

に
含

ま

.
れ

る

二
義

性

」

参

照

。

(『
現

象

学

の
根

本

問

題

』

所

収

、

鷲

田

清

一
、

魚

住

洋

一

訳

、
晃

洋

書

房

、

}
九

七

四
年

。)
。

(
14
)

<
αq
ピ
出
鶴
げ
霞
日
侮
ρ

国
時

Φ昌
暮
巳
ω
¢
巳

冒
8
お

ωω
ρ

ω
コ
げ
鱒

p
ヨ
冒
鬮
H
⑩
①
Q。
こ

(以

160



●

降

田

と

略
記

。)
"

(邦

訳

は
奥

山

、

八
木

橋

、
渡

辺

訳

『
認

識

と

関

心

』
、

未

来

社

、

一
九

八

一
年

。)
.

(15

)

<
oq
厂

田
9。
9

馨

餌
ρ

N
霞

H
。
αq
一犀

山
興

ω
。
N
巨

訌

。。ω
。
房

。
冨

hρ

Q。
目
ξ

ざ

ヨ
P

目
Φ
◎。
α
`

(以

降

い
ω

と

略

記

。)
-

(邦

訳

は

清

水

、

木

前

、

波

平

、

西
阪

訳

『
社

会

科

学

に

よ
せ

て
』
、

国
文

社

、

一
九

九

一
年

。
)
.

(
16
)

国
pげ
①
「日
p
ρ

目
ゲ
Φ
o
民
o
ロ
巳

勹
蕁

臨
ω
噛
ω
口
ξ
訂

ヨ
歹

↑
り
刈
一
・
ω
●Q。
b∂
."
(
以
降

目
勺

と

略

記

。)
"

(邦

訳

は

細

谷

貞

男

訳

『
理

論

と

実

践

』

六

{
ペ

ー

ジ

)
・

(
17

)

<
oq
一●
国
o
蒔

ゲ
o
一言
o
ぴ

日
雷

島
ユ
0
9

置
o

亘
昌
ユ

す

三

ω
0
9

↓
げ
Φ
〇
二
〇

≦

奠

》
寓

ω肆
N
ρ

霊
の
o
冨

び

HO
刈
O
・
ま

た

フ

ラ

ソ

ク

フ

ル
ト

学

派

の
第

一
世

代

の
自

己

理

解

に
関

し

て

は

徳

永

恂

著

『
現

代

批

判

.の

哲

学

』

(東

京

大

学

出

版

会

、

一
九

七

九

年

)

を

参

考

さ

せ

て

い
た

だ

い
た

。
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)
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q
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ρ

目

Φ
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●
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)
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ρ
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芭
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匹
酵
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ω
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5

H
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こ

(以

下

∪
》

と
略

記
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》

(邦

訳

は
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永

恂

訳

『
啓
蒙

の
弁

証

法

』
、

岩
波

書

店

、

一
九

九

}
年

。
)
.

(21

)

U
冫

ω
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こ

(邦

訳
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ジ

Y
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)
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(23

)

出
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奠

ヨ
p
ρ

窰
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「巴
9

奢
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捧
の
Φ
ぎ

ロ
巳

ざ

旨
言
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貯
当

く
。
ω

出
四
巳

色
P

ω
ロ
年
冨

営
ワ

昌
O
Q。
G。
`

(以

下

竃

国

と
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Zur Lebenswelttheorie von Jfirgen Habermas

Der Begriff der Lebenswelt dient der Theorie des kommunikativen HandeIns von Habermas als wichtige 

Voraussetzung. Er hat auch einen durchaus kritischen Charakter. In der vorliegenden Arbeit wird ver-

sucht, den Lebensweltbegriff von Habermas zu explizieren und gleichzeitig seinen hermeneutischen 

Ansatz zu rekonstruieren. Zuerst handelt es sich darum, anhand der Zeitdiagnose von Husserl zu zeigen, 

wartan in der modemen Gesellsehaft der Begriff der Lebenswelt zu Problem geworden ist. 

(I. Kapitel: Lebenswelt und Krisisbuch)

Wdhrend Husserl die Lebenswelt eher als einen tranzendentalen Rahmen unseres Lebensvollzogs ver-

steht und sie infolgedessen auf die transzendentale Subjektivitdt bezieht, meint Horkheimer, daB die 

bestimmende Kraft dieses Rahmens auf den Prozefl unserer alltAglichen Lebenspraxis innerhalb einer 

Gesellschaft zurfickgeht. Ffir Horkheimer grfindet sich die Analyse der jeweiligen sozialen und kulturellen 

Situation und damit auch die Ideologiekritik darauf, dag die Vernunft selbst durch die Geschichte ver-

mittelt ist. 

(11. Kapitel: die Kritische Theorie und die soziale Praxis)

Die frtihe Kritische Theorie ist durch die selbstbezfigliche Erkenntnis gekennzeichnet, dag unser Handeln 

und Erkennen durch soziale und kulturelle Komponente his in Einzelheiten vermittelt ist. Diese 

Selbstbezfiglichkeit hat m.E. eme gewisse Verwandtschaft mit dern hermeneutischen Denken. Die Ein-

stellung von Habermas zu Gadamers Hermeneutik ist in dieser Hinsicht durchaus ambivalent: einerseits 

kritisiert Habermas den kulturellen Konservativismus von Gadamer scharf, andererseits fibernimrat er 

viel von den hermeneutischen Oberlegungen in seine Systematik. Es gilt hier zu k1dren, ob und wieweit 

der hermeutische Ansatz den theoretische Bezug zwischen unserer sprachlich artikulierten Lebenspraxis 

und der Lebenswelt transparent machen kann. 

UIL Kapitel: Hermeneutik und Lebenswelt)

Am Ende der Arbeit geht es kurz um. die interkulturelle Kommunikationssituation. Dabei wird die Frage 

angeschnitten, wieweit man den von Habermas umdefinierten Begriff der Lebenswelt und die von ihm. 

entwickelte Theorie des kommunikativen Handehis auf die Interkulturalitdt anwenden kann. 

(IV. Kapitel: Problematik des Fremdheitsverstehens)
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