
社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

は
じ
め
に

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
、

社
会
と
い
う
事
実
の
規
範
性
あ
る
い
は
社
会
と
い
う

規
範
の
事
実
性
に
つ
い
て
・
「
共
に
」
と
「
生
き
る
」
の
和
解
の
た
め
に

ー
ト
ク
ヴ
ィ
ル
、

そ
し
て
再
び
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
ー
|

今
日
我
々
が
日
々
学
的
対
象
と
し
て
直
面
し
、
ま
た
我
々
自
身
が
そ

の
中
で
生
き
て
い
る
（
と
さ
れ
る
）
「
社
会
」
な
る
も
の
を
、
「
人
が
共

に
生
き
る
場
（
な
い
し
状
態
）
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
共
に
」
と
「
生

き
る
」
の
間
に
は
間
隙
（
あ
る
い
は
矛
盾
）
が
存
在
す
る
。

そ
も
そ
も
、
「
社
会
」
も
「
人
間
」
も
自
明
な
存
在
物
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
概
念
の
歴
史
的
形
成
過

程
を
粗
描
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
社
会
」
と
「
人
間
」
の
、
「
共
に
」
と
「
生

き
る
」
の
問
題
構
造
を
指
摘
し
、
そ
の
超
克
を
再
び
フ
ラ
ン
ス
社
会
学

の
中
に
探
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
社
会
の
規
範
性
／
事
実
性
が
解
き
明
か
さ
れ
、

次
代
の
社
会
学
お
よ
び
人
間
社
会
構
築
の
た
め
の
基
盤
が
見
出
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。論

理
ー
歴
史
的
前
提
:
ト
ク
ヴ
ィ
ル
ー
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

ー
ベ
ル
ク
ソ
ン

文
献
表
に
挙
げ
た
拙
稿
で
既
に
論
じ
た
と
お
り
、
「
社
会
」
と
「
人
間
」

の
概
念
は
、
論
理
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
つ
つ
も
具
体
的
な
歴
史
的
現
実

の
渦
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
展
開
し
た
議
論
は

本
稿
の
主
張
の
前
提
と
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
こ
こ

で
詳
し
く
再
論
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
上
不
可
能
だ
。
そ
こ
で
本
稿

菊

谷

和

宏
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で
は
、
詳
細
は
既
発
表
の
諸
稿
に
譲
る
も
の
と
し
、
以
下
第
二
節
と
し

て
そ
の
骨
子
を
端
的
に
記
述
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

~ 
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
ゥ
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル

(Alexis d
e
 Tocqueville:1805ー
1859)

二
月
革
命
以
前
盆
世
界
が
あ
っ
た
、
社
会
は
な
か
っ
た
、

諸
物
は
被
造
物
と
し
て
生
き
て
い
た
、
人
間
は
い
な
か
っ
た
（
『
ア
メ

リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
（
第
一
巻
1
8
3
5
、
第
二
巻
1
8
4
o)) 

フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
家
系
に
生
ま
れ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
万
物

の
あ
り
か
と
し
て
の
「
世
界
」
は
す
べ
て
（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
）
神
の
超

越
的
な
権
威
に
よ
っ
て
最
終
的
に
保
証
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
人
間

も
ま
た
、
神
の
眼
か
ら
見
て
の
み
平
等
な
同
類
た
り
え
た
。

…
…
諸
条
件
の
平
等
の
漸
進
的
な
発
展
は
、
神
の
摂
理
に
よ
る

事
実
u
n
fait providentiel
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
事

実
の
主
要
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
普
遍

的
で
あ
り
、
永
続
的
で
あ
り
、
日
々
人
間
の
力
を
超
え
て
い
る
。

(Tocqueville 1835:4 11
上
一
四
）

…
…
人
類

e
s
p
e
c
e
h
u
m
a
i
n
e
の
す
べ
て
の
成
員
が
そ
の
本

性
に
お
い
て

n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
類
似
し
て
お
り
平
等
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
に
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

地
上
に
到
来
し
給
う
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

(Tocqueville

1840:22 11
上
一
二
七
）

こ
の
構
造
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
単
に
観
念
上
の
世
界
表
象
に
と

ど
ま
ら
ず
、
世
俗
世
界
（
習
俗
の
世
界
）
の
把
握
に
つ
い
て
も
同
様
に

見
ら
れ
た
。
つ
ま
り
世
俗
世
界
の
ど
こ
か
に
は
、
人
間
の
同
質
性
・
社

会
生
活
を
支
え
る
権
威
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
…
私
は
、
こ
の
言
葉

[11
習
俗

m
@urs]
の
下
に
、
一

人
民
の
す
べ
て
の
道
徳
的
知
的
状
態

tout
l'etat m
o
r
a
l
 

et intellectuel d
'
u
n
 p
e
u
p
l
e
を
含
意
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

(Tocqueville 1835:300 11
下
ニ
―
-
）

…
…
社
会
が
あ
り
う
る
た
め
に
は
…
…
市
民
す
べ
て
の
精
神
が
、

い
く
つ
か
の
主
要
観
念
に
よ
っ
て
結
集
し
団
結
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
市
民
一
人
一
人
が
時
々
自
ら

の
意
見
を
同
じ
―
つ
の
源
泉
か
ら
汲
み
取
り
‘
[
各
人
に
と
っ

て
は
]
完
全
に
既
成
で
あ
る
多
く
の
信
仰
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
同
意
し
な
け
れ
ば
、
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

…
…
そ
れ
ゆ
え
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
知
的
道

徳
的
世
界
の
ど
こ
か
に
は
常
に
権
威

l̀
autorite
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(Tocqueville
1
8
4
0
:
1
6
-
1
7
 11
上
二
六
ー
ニ
八
）

こ
の
よ
う
な
世
界
観
の
下
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
我
々
の
社
会
の
将
来

を
予
見
し
た
。
そ
れ
は
、
人
間
の
平
等
性
・
同
類
性
を
支
え
る
権
威
を
、

神
の
よ
う
な
超
越
的
権
威
で
は
な
く
、
そ
の
人
間
性
そ
の
も
の
の
内
に
、
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

二
月
革
命
翌
社
会
の
胎
動
、
人
間
の
胎
動
（
『
フ
ラ
ン
ス

い
か
に
し
て
か
見
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。

民
主
的
諸
人
民
は
[
将
来
]
、
神
的
使
命
を
た
や
す

vは
倍
じ

ず
…
…
人
間
性

h
u
m
a
n
i
t
e
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
そ

の
限
界
の
内
に
、
自
ら
の
信
仰
の
主
た
る
審
判
者
を
見
出
そ
う

と
欲
す
る
で
あ
ろ
う
。

(ibid.:17
11
上
二
九
）

i 
月
革
命
の
日
々
:
ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』

(
1
8
5
1
)
）

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
惟
界
観
は
一
八
四
八
年
二
月
革

命
と
い
う
歴
史
的
現
実
に
よ
っ
て
挑
戦
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
世

界
認
識
枠
組
が
生
み
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
主
義
と
の
対
決
で

あ
る
。現

実
的
過
程
と
し
て
の
二
月
革
命
は
、
政
治
的
に
は
政
府
・
議
会
側

の
、
す
な
わ
ち
当
時
下
院
議
員
で
あ
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
側
の
、
圧
倒
的

な
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
ま
た
、
革
命
の
中
で
叫
ば
れ
た
「
社
会
主
義
」
は
、

ひ
ど
く
混
乱
し
た
議
論
で
あ
り
、
「
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の

著
者
と
し
て
そ
の
「
社
会
理
論
」
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
脅
威
と
な
る
よ
う
な
質
の
も
の
で
は
ま
る
で
な
か
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
彼
は
、
こ
の
社
会
主
義
と
の
現
実
的
な
対
峙
か
ら
、
新
た
な

世
界
認
識
を
生
み
出
し
た
の
だ
。

そ
れ
は
、
以
下
に
挙
げ
る
文
章
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
お
り
、
世

俗
世
界
の
根
底
と
し
て
の
「
社
会
そ
れ
自
体
」
の
発
見
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
人
民

p
e
u
p
l
e
の
名
に
お
い
て
普
逼
的
な
人
間

h
o
m
m
e
を
主
張
し
た
社
会
主
義
の
認
識
論
の
取
り
入
れ
を
意
味
し
て

い
た
。
こ
こ
か
ら
「
人
民
11
人
間
」
の
世
界
と
し
て
世
俗
世
界
11
習
俗

の
世
界
11

「
社
会
」
概
念
が
、
さ
ら
に
は
「
社
会
科
学
」
の
概
念
が
生

ま
れ
出
た
の
だ
。

こ
う
し
た
理
論

[11

二
月
革
命
時
に
噴
出
し
た
社
会
主
義
の

諸
理
論
]
は
‘
そ
れ
ぞ
れ
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
っ
て
い
て
、
相
互

に
矛
盾
…
…
敵
対
す
る
も
の
す
ら
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

す
べ
て
は
政
府
よ
り
も
も
っ
と
底
辺
の
と
こ
ろ
に
狙
い
を
つ
け
、

そ
れ
を
支
え
る
社
会
そ
れ
自
体
に
到
達
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
社
会
主
義
と
い
う
共
通
の
名
称
を
掲
げ
て
い
た
。

社
会
主
義
は
、
二
月
革
命
の
本
質
的
な
性
格
と
し
て
、
ま
た

も
っ
と
も
恐
る
べ
き
思
い
出
と
し
て
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

(Tocqueville 1
8
5
1
:
9
5
 11

一
三
一
）

[
―
七
八
九
年
以
降
]
人
民
は
ま
ず
、
す
べ
て
の
政
治
制
度
を

変
え
る
こ
と
で
自
ら
を
助
け
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し

そ
の
政
治
制
度
を
い
く
ら
変
え
て
も
、
自
分
た
ち
の
境
遇
は
少

し
も
改
善
さ
れ
な
い
…
…
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
。
こ

う
し
て
、
つ
い
に
人
民
は
い
つ
の
ま
に
か
、
自
分
た
ち
を
そ
の

地
位
に
閉
じ
込
め
て
お
く
も
の
が
政
府
の
構
成
な
ど
で
は
な
く
、

，
 



）
の
新
た
な
世
界
認
識
枠
組
の
創
造
を
経
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
の

； 体
制
と
大
革
命
』

(
1
8
5
6
)
）

二
月
革
命
以
後
社
公
芸
は
自
立
す
る
、
人
間
が
生
き
る
(
『
lB

社
会
そ
れ
自
体
を
構
成
し
て
い
る
不
変
の
法
則
な
の
だ
と
い
う

こ
と
を
不
可
避
的
に
発
見
し
た
。
…
…

人
民
の
精
神
の
中
の
こ
の
自
然
な
不
安
、
人
民
の
願
望
や

考
え
の
こ
の
不
可
避
の
動
揺
…
…
は
、
改
革
者
た
ち
が
そ
の

上
に
数
多
く
の
•
…
•
•
グ
ロ
テ
ス
ク
な
図
柄
を
描
く
こ
と
に
な

る
、
い
わ
ば
布
地
を
形
作
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
の
作
品
は
滑

稽
な
も
の
だ
が
、
そ
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
哲
学
者

も
政
治
家
も
注
目
し
う
る
、
も
っ
と
も
深
刻
な
事
柄
な
の
だ
。

(ibid.:96 1
1
-
―――――ー'-三三）

そ
こ
で
は
た
だ
単
に
一
党
派
の
勝
利
が
問
題
と
さ
れ
た
の

で
は
な
か
っ
た
。
―
つ
の
社
会
科
学

u
n
e
science sociale 

が
‘
―
つ
の
哲
学

u
n
e
philosophie
が
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る

人
間
を
教
え
従
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
―
つ
の
共
通
の
宗
教

u
n
e
 religion c
o
m
m
u
n
e
 q
u
'
o
n
 p
e
u
t
 e
n
s
e
i
g
n
e
r
 et faire 

suivre a
 tous les h
o
m
m
e
s
 ..¥.J
で
ふ
〕
い
い
、
つ
る
ふ
3

の
を
確

立
す
る
こ
と
が
、
渇
望
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

(ibi令
92
11 

―
二
五
）

な
っ
た
。

後
、
―
一
月
革
命
の
前
提
と
な
る
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
検
討
ヘ

と
赴
い
た
。
そ
れ
は
、
世
俗
宗
教
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
再
解
釈

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
戦
俗
内
で
こ
そ
完
結
す
る
存
在
と
し
て
の
「
人

間
」
観
と
彼
ら
が
織
り
成
す
新
た
な
「
世
界
」
と
し
て
の
「
社
会
」
観

が
確
立
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
世
界
の
一
部
と
し
て
の
習
俗
の
憔
界
（
社
会
）
観
か
ら
、

そ
れ
自
身
で
完
結
・
独
立
し
た
存
在
と
し
て
の
「
社
会
」
観
へ
の
変
化

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
同
類
性
を
支
え
る
神
の
権
威
は
見

失
わ
れ
、
人
間
は
い
わ
ば
世
俗
に
生
き
る
人
民
と
し
て
平
等
な
同
類
と

宗
教
の
習
慣
的
特
性
は
、
人
間
と
い
う
共
通
の
基
盤
に
一
国
の

法
律
・
慣
習
・
伝
統
が
個
別
的
な
も
の
と
し
て
加
え
う
る
も
の

に
関
わ
り
な
く
、
人
間
を
人
間
自
体
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
で

あ
る
。
宗
教
の
主
目
的
は
、
社
会
の
形
態
か
ら
独
立
し
て
、
人

間
と
神
と
の
一
般
的
関
係
を
、
そ
し
て
人
間
た
ち
相
互
の
一
般

的
な
権
利
と
義
務
と
を
規
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
宗
教
革
命
が
彼
岸
を
め
ざ
し
て
作
用

す
る
の
と
ま
さ
し
く
同
様
に
、
現
世
と
結
び
付
い
て
作
用
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
宗
教
が
国
と
時
代
と
か
ら
独
立
し
て

人
間
を
一
般
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
と
同
様
に
、
す

べ
て
の
個
別
的
社
会
の
外
で
、
抽
象
的
に
市
民
を
捉
え
て
い
る
。

10 



社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
の
改
革
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い

う
よ
り
も
、
人
類
の
再
生
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

…
…
こ
の
革
命
は
そ
れ
自
体
一
種
の
新
た
な
宗
教
、
不
完
全
な

宗
教
と
な
っ
て
い
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
そ
の
宗
教
は
、
神
の

な
い
、
礼
拝
の
な
い
、
彼
岸
の
な
い
宗
教
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
…
…
全
地
上
を
、
自
ら
の
兵
士
た
ち
、
自
ら

の
使
徒
た
ち
、
自
ら
の
殉
教
者
た
ち
で
充
満
さ
せ
た
宗
教
で
あ

る。

(
T
o
c
q
u
e
v
i
l
l
e
1
8
5
6
:
8
8ー

8
9
1
1
-

―
―
―
-
|
-
―
五
）

[
フ
ラ
ン
ス
人
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
]
不
平
等
に
対
す

る
激
し
く
打
ち
消
し
が
た
い
憎
し
み
に
よ
っ
て
…
…
中
世
の
諸

制
度
の
遺
物
を
す
べ
て
そ
の
根
底
ま
で
破
壊
し
よ
う
と
欲
す
る

と
こ
ろ
に
ま
で
、
そ
し
て
そ
の
空
き
地
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
人

間
性
h
u
m
a
n
i
t
e
が
達
し
う
る
限
り
の
人
間
の
類
似
性
と
平
等

な
諸
条
件
と
を
有
す
る
社
会
を
打
ち
立
て
る
と
こ
ろ
に
ま
で
、

押
し
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(ibid.:247
11
三
四
0
)

f ~ 
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
以
前
（
第
一
二
共
和
制
）
ぢ
社
会
は
物
と
な

エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

(
E
m
i
l
e
D
u
r
k
h
e
i
m
:
1
8
5
8
-
1
9
1
7
)
 

る
（
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』

(
1
8
9
5
)
）

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
次
世
代
に
当
た
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
前
世
代
に
生

み
出
さ
れ
た
社
会
と
人
間
の
概
念
を
受
け
継
ぎ
、
そ
う
し
た
世
界
認
識

に
基
づ
い
て
、
客
観
的
な
o
b
j
e
c
t
i
v
e
科
学
た
る
社
会
学
を
創
始
し
た
。

そ
こ
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
「
物
c
h
o
s
e
」
と
し
て
の

社
会
と
人
間
が
社
会
学
の
大
前
提
と
し
て
主
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

社
会
現
象
の
固
有
の
存
在
性
が
、
意
識
・
主
観
に
対
す
る
そ
の
外
在
性
・

拘
束
性
が
、
つ
ま
り
外
的
で
可
感
的
な
「
物
」
と
し
て
の
社
会
的
事
実

が
措
定
さ
れ
た
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

社
会
的
事
実
f
a
i
t
s
o
c
i
a
l

と
は
…
…
個
人
に
外
的
な
拘
束

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

c
o
n
t
n
d
i
n
t
e
e
x
tさ
‘ieure
を
及
ぽ
す
こ
と
が
で
き
…
…
固
有
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

存
在
を
持
ち
…
…
そ
の
個
人
的
な
表
明
か
ら
は
独
立
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
ら
ゆ
る
行
為
様
式
の
こ
と
で
あ
る
。

(
D
u
r
k
h
e
i
m
1
8
9
5
:
1
4
 11 

六
四
五
坤
調
原
著
者
）

そ
れ
〔
社
会
的
事
実
〕
は
、
―
つ
の
具
体
的
形
態
u
n
c
o
r
p
s
を、

す
な
わ
ち
固
有
の
可
感
的
な
形
態
f
o
r
m
e
s
e
n
s
i
b
l
e
を
取
り
、

こ
れ
を
表
示
す
る
個
人
的
事
実
か
ら
は
非
常
に
明
確
に
区
別
さ

、
、
、
、
、

れ
る
一
種
独
特
の
実
在
を
構
成
す
る
。

(ibid.:9
11
五
七
五
諏
調

社
会
現
象
は
物

c
h
o
s
e

で
あ
り
、
物
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
実
際
、
物
と
は
、
観
察
に
与
え
ら
れ
る

も
の
す
べ
て
…
…
観
察
に
強
制
さ
れ
る
も
の
す
べ
て
で
あ
る
。

…
…
諸
現
象
を
物
の
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
、
そ
れ
は
科
学
の

原
著
者
）

11 



、、

出
発
点
を
成
す
資
料

data
と
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
扱
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。

(ibid.:271
1

八
二
五
強
調
原
著
者
）

こ
の
同
じ
認
識
か
ら
、
「
人
間
」
は
、
可
感
的
現
実
の
世
界
た
る
社

会
で
共
に
現
実
に
生
き
て
い
る
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
当
然
社
会
現
象
は
、
正
し
い
見
方
で
観
察
す
れ

ば
万
人
に
同
じ
―
つ
の
（
正
し
い
）
物
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
。

他
方
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
社
会
学
創
始
の
背
景
に

は
、
反
教
権
主
義
を
掲
げ
る
第
三
共
和
制
か
ら
の
歴
史
的
要
請
、
す
な

わ
ち
世
俗
的
な
世
界
認
識
枠
組
の
確
立
の
現
実
的
な
（
必
ず
し
も
論
理

内
在
的
で
は
な
い
）
要
請
が
存
在
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

の
こ
の
世
界
認
識
も
ま
た
、
歴
史
的
現
実
に
よ
る
挑
戦
を
受
け
た
。
以

下
に
見
る
「
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
」
で
あ
る
。

>
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
口
社
会
的
人
間
一
般
の
誕
生
（
「
個
人

主
義
と
知
識
人
」

(
1
8
9
8
)
)

本
来
（
冤
罪
）
ス
パ
イ
事
件
で
あ
っ
た
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
は
、
そ
の
「
事

実
確
定
」
の
水
準
を
越
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
「
社
会
」
の
原
理
的
分
裂
を

も
た
ら
し
た
。
こ
れ
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
り
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

社
会
と
そ
の
内
部
の
諸
存
在
は
無
条
件
に
「
物
」
で
は
あ
り
え
な
い
こ

と
、
そ
の
社
会
の
中
で
の
位
置
や
見
方
の
相
違
に
よ
っ
て
社
会
現
象
は

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
表
象
さ
れ
う
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
。

そ
れ
で
も
社
会
学
の
大
前
提
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
保
持
す
る
た
め

に
、
彼
は
、
今
一
度
人
間
の
平
等
性
・
同
質
性
を
支
え
る
保
証
を
見
出

す
方
向
へ
導
か
れ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
「
物
」
と
し
て
の
社
会
現
象

を
根
拠
付
け
る
と
い
う
、
そ
の
意
味
で
の
社
会
現
象
の
客
観
性
を
根
拠

付
け
科
学
と
し
て
の
社
会
学
を
確
立
す
る
と
い
う
、
彼
に
課
せ
ら
れ
た

歴
史
的
課
題
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
保
証
と
し
て
「
人
間
的
人
格
一
般
」
が
見
出
さ
れ
る
。
と
同
時

に
、
こ
こ
に
再
び
権
威
が
導
入
さ
れ
た
。
一
般
化
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
た

人
間
性
そ
の
も
の
が
、
し
か
し
か
つ
て
の
神
と
は
異
な
り
非
超
越
的
に
、

人
間
の
同
質
性
と
社
会
現
象
の
客
観
性
を
保
証
す
る
権
威
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

[
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
お
い
て
]
人
々
の
精
神
は
、
事
実
の
問

題

question
d
e
 fait
に
つ
い
て
よ
り
も
ず
っ
と
、
原
理
の
問

題
question
d
e
 principe
に
つ
い
て
分
裂
し
た
。

(
D
日
k
h
e
i
m

1898:262 11

ニ
0
七）

一
社
会
は
、
そ
の
成
員
の
間
に
一
定
の
知
的
道
徳
的
共
通
性

c
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 intellectuelle et m
o
r
a
l
e
ぶ
“
4
5
げ
ワ
わ
い
げ
令
結
ム
ロ

さ
れ
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(ibid.:271
11

ニ
―
四
）

我
々
は
、
同
一
社
会
集
団
の
成
員
が
、
そ
の
人
間
性

qualite

12 



社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

d
'
h
o
m
m
e
す
な
わ
ち
人
間
的
人
格
一
般

p
e
r
s
o
n
n
e
h
u
m
a
i
n
e
 

e
n
 general
を
構
成
す
る
諸
属
性
以
外
に
は
何
の
共
通
点
も
持

た
な
い
状
態
…
…
に
向
か
っ
て
少
し
ず
つ
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ

る。

(ibid.)

個
人
は
そ
の
尊
厳
を
、
よ
り
高
い
次
元
の
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に

共
通
な
源
泉
か
ら
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
個
人
が
こ
の
宗
教
的

尊
敬
に
対
し
て
権
利
を
持
つ
の
は
、
彼
が
自
ら
の
内
に
人
間

性

h
u
m
a
n
i
t
e
の
な
に
も
の
か
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

人
間
性
こ
そ
尊
敬
さ
る
べ
き
も
の
、
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
個

人
の
中
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
…
…
人
間
が
同
時
に
対
象

で
あ
り
主
体
で
あ
る
こ
の
崇
拝
は
、
個
人
と
し
て
存
在
し
そ
の

固
有
の
名
前
を
持
つ
個
別
的
な
存
在
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な

く
…
…
人
間
的
人
格

p
e
r
s
o
n
n
e
h
u
m
a
i
n
e
に
対
し
て
向
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
目
的
は
、
非
人

格
的
・
匿
名
的
で
あ
ら
ゆ
る
個
別
意
識
を
超
え
た
彼
岸
に
あ
り
、

こ
れ
ら
の
意
識
の
結
集
の
中
心
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
。
…
…

と
こ
ろ
で
、
社
会
が
結
合
を
保
っ
た
め
に
必
要
な
条
件
は
、
そ

の
成
員
が
同
一
目
的
に
視
線
を
集
め
、
同
一
信
念
を
持
っ
て

結
集
す
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
結
局
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

た
個
人
主
義
は
、
自
我
で
は
な
く
、
個
人
一
般

individu
e
n
 

general
の
栄
光
の
賛
美
に
な
る
の
で
あ
る
。

(ibid.:267-26811 

二―

-
I
ニ
―
二
）

か
く
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
予
見
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
現
実

の
も
の
と
な
っ
た
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
抽
象
化
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
た
、

し
か
し
非
超
越
的
な
人
間
性
を
人
間
の
同
類
性
の
根
拠
と
す
る
こ
と
で
、

超
越
と
世
俗
の
「
あ
い
だ
」
に
、
す
な
わ
ち
「
人
間
性
を
超
え
た
と
こ

ろ
に
で
は
な
く
そ
の
限
界
の
内
に
」
‘
―
つ
の
権
威
を
見
出
し
た
の
だ
。

人
間
は
人
間
に
対
し
て
神
に
な
っ
た

(ibid.:272
11

ニ
―
五
）

~ 

[
ト
ー
テ
ム

（
『
宗
教
生
活
の
基
本
形
態
』

(
1
9
1
2
)
）

こ
の
認
識
を
得
た
後
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
人
間
性
の
内
実
を
求
め

た
末
、
宗
教
社
会
学
研
究
に
お
い
て
、
人
間
と
社
会
の
生
の
観
察
可
能

な
源
泉
と
し
て
ト
ー
テ
ム
原
理
を
見
出
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
神
性

は
社
会
性
に
回
収
さ
れ
、
超
越
性
を
排
し
た
科
学
た
る
社
会
学
に
よ
っ

て
実
証
的
に
理
解
さ
れ
た
（
と
さ
れ
る
）
。

崇
拝
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
共
通
の
[
ト
ー
テ
ム
]

原
理
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
を
す
べ
て
所
有
し
て

い
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
す
べ
て
が
こ
れ
を
分
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
…
…
個
人
は
死
ぬ
。
世
代
は
過
ぎ
去
り
、
そ
し
て
他

の
世
代
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の

会
へ

ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
以
後
二
「
生
き
る
物
」
た
る
人
間
と
社

13 



原
理
の
]
力
は
い
つ
も
現
実
に
生
き
生
き
と
し
て
そ
の
姿
を
変

え
ず
に
残
る
。

．．．．．． 
こ
れ
は
、
ト
ー
テ
ム
的
崇
拝
が
崇
め
る
神

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
世
界
に
内
在
し
、
無

数
の
雑
多
な
物
の
中
に
拡
散
し
て
い
る
、
名
も
歴
史
も
な
い
非

人
格
的
な
神
で
あ
る
。

(
D
目
臣
e
i
m
1
9
1
2
 "
 
2
6
9
 11

上
四
一
九
ー

四
二
0
)

ト
ー
テ
ム
は
氏
族
[
社
会
]
の
道
徳
的
生
の
源
泉
で
あ
る
o

同

じ
ト
ー
テ
ム
原
理
の
中
で
交
流
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
、

ト
ー
テ
ム
自
身
に
よ
っ
て
、
互
い
に
道
徳
的
に
結
ば
れ
て
い

る
と
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
i
b
i
d
.
:
2
7
1
11

上
四
ニ
ニ
ー

四
二
三
）

神
と
社
会
と
は
一
っ
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

…
…
氏
族
の
神
、
ト
ー
テ
ム
原
理
は
…
…
氏
族
[
社
会
]
そ
の

も
の
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
。

(ibid・"
2
9
5
 11

上
四
五
八
）

同
時
に
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
個
人
意
識
は
こ
の
神
性
II

社
会
性
の
分
有
と
し
て
実
証
的
に
規
定
さ
れ
た
。

ト
ー
テ
ム
原
理
は
必
然
的
に
個
人
意
識
の
内
に
分
配
さ
れ
細
分

化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
断
片
の
各
々
が
一
っ
の
魂

な
の
だ
。
・
・
・
・
・
・
人
間
の
魂
は
ト
ー
テ
ム
神
性
の
小
片
で
あ
る
。

(ibid・" 3
5
6ー

3
5
7
11

下
二
八
ー
ニ
九
）

、、

だ
が
、
か
よ
う
に
し
て
人
間
と
社
会
を
形
式
と
し
て
は
規
定
し
た
も

(
B
e
r
g
s
o
n
 1
8
8
9
:
1
1
3
-
1
1
4
 11

一
七

0
)

の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
実
証
科
学
の
範
囲
内
に
お

、

、

、

、

い
て
そ
の
内
容
、
そ
の
内
実
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、

o
b
j
e
c
t
i
v
e

な
科
学
た
る
社
会
学
は
未
完
の
不
安
定

な
状
態
で
残
さ
れ
た
。

i ； 
意
識
、
持
続
、
自
由
：
生
の
承
認
、
創
造
の
源
泉
た
る

意
志
の
事
実
性
（
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』

(
1
8
8
9
)）

 

、
、
、
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
実
証
科
学
を
哲
学
的
に
探
究
し
、
い
わ
ば
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
の
到
達
点
を
、
し
か
し
彼
と
は
異
質
な
形
で
・
別
様
に
引
き
継

い
だ
。
そ
の
結
果
、
意
識
の
経
験
に
直
接
与
え
ら
れ
た
、
だ
が
「
物

c
h
o
s
e
」
な
ら
ぬ
「
持
続
d
u
r
e
e
」
を
生
の
原
理
と
し
て
見
出
し
た
。

そ
れ
は
絶
え
ざ
る
生
成
で
あ
り
自
由
で
あ
り
創
造
で
あ
る
。
物
理
的
世

界
に
新
た
な
質
を
も
た
ら
す
、
自
由
意
志
と
し
て
の
意
識
の
根
底
で
あ

る。

現
実
r
e
a
l
i
t
e

の
諸
相
や
諸
機
能
の
う
ち
い
か
な
る
も
の
が
科

学
的
に
何
か
し
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
、
ま
た
、
い
か
な
る
も

の
が
実
証
科
学
の
見
地
か
ら
し
て
何
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

な
い
の
か
を
我
々
に
語
る
の
は
ひ
と
り
経
験
の
み
で
あ
ろ
う
。

ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

(
H
e
n
r
i
 B
e
r
g
s
o
n
:
1
8
5
9
 1
 1
9
4
1
)
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

感
覚

s
e
n
s
に
対
し
て
、
意
識
に
対
し
て
直
接
に
与
え
ら
れ
る

ま
っ
た
＜
純
粋
な
持
続
と
は
、
我
々
の
自
我
が
黙
々
と
生
き
る

だ
け
で
、
現
在
の
状
態
と
先
行
す
る
諸
状
態
と
の
間
に
分
離
を

設
け
る
の
を
差
し
控
え
る
場
合
に
、
我
々
の
意
識
状
態
の
継
起

が
ま
と
う
形
態
で
あ
る
。

(ibid.:74
-
7
5
 1
1
-

―五）

意
識
状
態
と
は
進
展

p
r
o
g
r
e
s
で
あ
っ
て
物

c
h
o
s
e
s
で
は
な

い
…
…
そ
れ
は
生
き
て
い
て
、
生
き
て
い
る
が
ゆ
え
に
絶
え
ず

変
化
す
る

(ibid.:147
11
ニ
―
六
ー
ニ
―
七
）

意
識
は
本
質
的
に
自
由
で
あ
り
、
自
由
そ
の
も
の
で
あ
る

(ibid.:270 11
三
一
八
）

生
命
の
起
源
は
意
識
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
こ
の
意
識
と
は
創

造
の
欲
求

e
x
i
g
e
n
c
e
d
e
 creation
な
の
で
あ
る
。
(ibid.:261
11 

三

0
九）

>
第
三
共
和
制
の
変
質
る
実
証
性
の
拡
張
、
内
的
お
よ
び
外

的
経
験
（
「
魂
と
身
体
」

(
1
9
1
2
)
)

さ
ら
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
実
証
科
学
に
お
け
る
経
験
の
対
象
す
な

わ
ち
事
実
・
現
実
を
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
そ
れ
か
ら
拡
張
し
、
可
感
的
に

意
識
に
与
え
ら
れ
る
も
の
す
べ
て
と
み
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は

必
ず
し
も
外
的
な
「
物
」
の
測
定
可
能
性
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ

こ。t
 

容
認
と
い
っ
た
一
連
の
動
き
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
外
的
な
経
験
で
あ
れ
内
的
な
経
験
で
あ
れ

お
よ
そ
経
験
の
対
象

objet
d
 ̀e溢
erience,
soit exterieure 

soit interne
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
現
実
的
な
も

の
reel
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(Bergson

こ
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
実
証
性
の
再
解
釈
が
可
能
と
な
っ
た
背
景

に
は
、
教
権
主
義
と
の
和
解
を
迫
ら
れ
た
第
三
共
和
制
の
変
質
と
い

う
歴
史
的
現
実
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
ラ
リ
マ
ン

R
a
l
l
i
e
m
e
n
t
、

ヽ

ユ
ニ
オ
ン
・
サ
ク
レ

U
n
i
o
n
S
a
c
r
e
e
 

ナ
シ
ョ
ナ
ル

B
l
o
c
National
、

>
人
間
社
会
、
神
秘
家
の
経
験
、
民
主
主
義
ぶ
土
の
顕
現
た

る
社
会
（
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』

(
1
9
3
2
)）

以
上
の
よ
う
な
論
理
と
歴
史
の
深
ま
り
の
末
に
、
人
間
社
会
は
、
生

の
原
理
の
顕
現
と
し
て
把
握
さ
れ
、
神
的
超
越
性
に
で
も
外
的
事
実
性

に
で
も
な
く
、
生
そ
の
も
の
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は

い
わ
ば
超
越
と
世
俗
の
間
、
人
間
的
超
越
性
へ
の
基
礎
付
け
で
あ
っ
た
。

誤
り
は
、
道
徳
的
な
抑
圧
に
せ
よ
道
徳
的
な
憧
憬
に
せ
よ
、
そ

れ
ら
が
単
な
る
一
事
実

u
n
s
i
m
p
l
e
 fait
と
み
な
さ
れ
た
社
会

的
生

la
vie sociale
の
内
部
で
最
終
的
に
説
明
の
付
く
も
の

コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト

C
o
n
c
o
r
d
a
t
体
制

1912:35 11
四
七
）

ブ
ロ
ッ
ク
・
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だ
と
信
ず
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
人
は
好
ん
で
、
社
会
は
存
在

し
て
い
る
、
よ
っ
て
社
会
は
必
然
的
に
そ
の
成
員
に
拘
束
を

加
え
る
、
こ
う
し
た
拘
束
が
義
務
で
あ
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、

社
会
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
最
初
に
、
個
人
が
そ
の
生

得
的
素
質
の
総
体
を
す
べ
て
持
ち
込
む
、
と
い
う
こ
と
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
は
そ
れ
自
身
で
は
説
明

さ
れ
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
に
由
来
す
る
も
の
の
下

を
掘
り
下
げ
て
、
生

la
vie
に
ま
で
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人

間
社
会
は
、
人
類
と
同
様
に
生
の
発
現
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。

…
…
も
し
社
会
が
自
己
充
足
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
至
高

の
権
威
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
社
会
が
生
の
限
定
の
―
つ
で

し
か
な
い
な
ら
ば
、
生
は
…
…
特
権
的
な
個
性
に
新
た
な
推
進

力
を
伝
え
、
こ
う
し
た
個
性
は
社
会
が
さ
ら
に
前
進
す
る
の
を

助
け
る
た
め
に
再
び
生
の
中
に
浸
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
こ
で
生
の
原
理
そ
の
も
の

principe
m
e
m
e
 d
e
 

la 
vie
に
ま
で
突
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る。

(Bergson
1932:102ー

103
11

―
ニ
ニ
I

―
二
三
）

こ
こ
に
至
っ
て
は
、
人
間
の
生
の
事
実
た
る
経
験
は
、
希
少
で
は
あ

る
が
異
常
で
は
な
い
、
む
し
ろ
典
型
的
な
例
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
神
秘

家
の
体
験
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
他
者
と
共
に
在
る
人
間
の
社
会

的
生
は
、
人
間
性
を
愛
す
る
と
い
う
意
志
的
行
為
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。

九
五
）

こ
う
し
た
[
力
ト
リ
ッ
ク
神
秘
家
の
よ
う
な
]
魂
の
持
ち
主

は
、
社
会
に
一
身
を
捧
げ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
場
合
の

社
会
と
は
、
人
間
性
全
体

l̀
h
u
m
a
n
i
t
e
 entiere
の
原
理
で
あ

る
も
の
へ
の
愛
の
中
で
愛
せ
ら
れ
た
人
間
性
全
体
で
あ
ろ
う
。

(ibid.:225 11
―
一
五
九
）

人
間
の
同
類
性
・
同
質
性
・
平
等
性
の
起
源
は
超
越
性
に
さ
か
の
ぼ

り
、
そ
の
具
体
的
な
姿
こ
そ
民
主
主
義
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

…
…
閉
じ
た
も
の
か
ら
開
い
た
も
の
へ
の
移
行
が
、
キ
リ
ス

ト
教
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
と
は
思
え
な

い
。
こ
う
し
た
移
行
は
‘
[
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
そ
れ
の
よ
う
な
]

純
粋
哲
学
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
え
た
だ
ろ
う
か
？
…
…
そ
こ
か

ら
、
す
べ
て
の
人
々
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
同
等
な
価
値
を
有

し
、
そ
の
本
質
が
共
通
で
あ
る
以
上
は
同
じ
基
本
的
権
利
を
持

つ
、
と
す
る
思
想
に
至
る
に
は
、
た
だ
の
一
歩
で
し
か
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
の
一
歩
が
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
0

[
そ
の
た

め
に
は
]
…
…
ギ
リ
シ
ャ
思
想
を
放
棄
し
、
奴
隷
制
度
を
非
と

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
…
…
諸
権
利
の
平
等
と
人
格

の
不
可
侵
性
を
含
む
普
遍
的
同
胞
愛
打
aternite
universelle 

の
観
念
が
有
効
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の

到
来
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(ibid.:77-7811
九
四
ー
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

人
類

l
'
h
u
m
a
n
i
t
e
は
、
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
初
め
て
民
主
主

義
に
到
達
し
た
こ
と
が
わ
か
る
…
…
。
実
際
、
民
主
主
義
は
、

あ
ら
ゆ
る
政
治
的
構
想
の
う
ち
、
自
然
か
ら
も
っ
と
も
か
け
離

れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
閉
じ
た
社
会
」
の
諸
条
件
を
少
な
く
と

も
志
向
的
に
超
越
す
る
唯
一
の
構
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間

に
不
可
侵
の
諸
権
利
を
賦
与
す
る
。
…
…
民
主
主
義
は
福
音
書

的
本
質

e
s
s
e
n
c
e
e
v
a
n
g
e
l
i
q
u
e
の
も
の
で
あ
り
、
愛
を
原
動

力
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
…
…
民
主
主
義

の
定
式
の
曖
昧
さ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
反
論
は
、
民
主
主
義

元
来
の
宗
教
的
性
質

caractere
originellement religieux 

が
見
落
と
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
…
…
民
主
主
義

は
、
単
に
―
つ
の
理
想
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
人

類
の
進
む
べ
き
―
つ
の
方
向
だ
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(ibid. :
2
9
9
-
3
0
1
 11

三
四
五
ー
三
四
七
）

こ
こ
で
つ
い
に
民
主
主
義
は
、
「
人
間
の
社
会
的
生
」
の
顕
現
と
理

解
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
民
主
的
な
人
間
観
・

社
会
観
は
、
歴
史
的
諸
事
実
と
と
も
に
、
人
間
的
超
越
性
と
い
う
世
俗

的
な
「
経
験
的
」
「
事
実
」
に
お
い
て
「
実
証
的
に
」
根
拠
付
け
ら
れ

る
に
至
っ
た
の
だ
。

~ 
生
の
性
質
た
る
人
間
社
会
と
そ
の
規
範
性

人
間
が
生
き
る
社
会
に
関
わ
る
学
の
基
底
~
人
間
的
超
越

的
事
実
と
し
て
の
生
~
人
間
は
自
ら
を
生
か
し
、
社
会
を

絶
え
ず
生
み
出
す
。
意
志
的
賭
け
に
よ
る
相
互
創
造
の
網

と
し
て
の
人
間
社
会

か
よ
う
に
し
て
、
（
必
ず
し
も
論
理
的
に
必
然
で
は
な
い
）
歴
史
性
を

と
も
な
い
つ
つ
、
人
間
と
社
会
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
「
生
の
性
質
」
と
把

握
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
我
々
が
生
き
て
い
る
経
験
そ
の
も
の

で
あ
る
が
、
実
体
的
な
な
に
も
の
か
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
表

現
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
（
生
き
て
い
る
限
り
止
む
こ
と
の
な
い
）
持
続

、
、
、
、
、
、

で
あ
り
、
常
に
変
化
し
運
動
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
る
―
つ
の
状
態
、

い
ず
れ
か
の
選
択
を
強
い
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

生
と
は
、
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
絶
え
ず
問
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。
そ
こ
で
人
は
生
き
て
い
る
限
り
常
に
（
程
度
の
差
は
あ
れ
）
決
断

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
決
断
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
「
生
き
（
て

い
）
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
同
義
な
の
だ
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
、
我
々
は
生
を
離
れ
て
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
我
々
の
存
在
を
生
の
外
部
に
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他

方
、
私
が
人
間
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
他
人
も
ま
た
（
人

17 



体
や
人
類
種
で
は
な
く
）
「
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
「
事
実
」
は
、
外
的

可
感
的
観
察
に
よ
っ
て
は
根
拠
付
け
ら
れ
な
い
。

ゆ
え
に
、
互
い
に
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
他
人
と
共
に
社
会
を

成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
把
握
は
、
不
可
避
的
に
一
種
の
意
志
的
行

為
、
い
わ
ば
他
人
を
他
人
と
み
な
す
と
い
う
賭
け
、
他
人
と
共
に
生
き

て
い
る
と
み
な
す
と
い
う
決
断
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
愛

す
る
と
い
う
行
為
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
時
人
間
社
会
は
〈
私
〉
の
人
間
性
の
創
造
の
帰
結
、
い
や
創
造

そ
の
も
の
と
し
て
現
出
す
る
．
。
そ
こ
に
可
感
的
な
根
拠
は
な
い
。
が
、

実
証
的
な
根
拠
は
持
続
の
内
に
（
各
人
の
唯
一
性
の
内
に
）
あ
る
（
は
ず
の
）

も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
〈
私
〉
の
持
続
に
基
づ
い
て
、
相
互
に
人
間

性
た
る
自
由
意
志
を
持
つ
、
す
な
わ
ち
生
を
営
ん
で
い
る
存
在
と
し
て

み
な
し
そ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
で
相
手
を
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
と
い

う
構
造
が
現
れ
て
く
る
の
だ
。

要
す
る
に
、
社
会
を
成
す
人
間
の
人
間
性
に
実
証
性
11
経
験
性
が
な

く
、
ま
た
神
的
超
越
性
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
な
く
「
人
間
」
を
認
め

る
と
す
れ
ば
、
他
人
を
い
わ
ば
自
力
で
創
造
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。

「
人
間
社
会
」
が
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
「
自
分
と
似
て
非
な
る
も
の
」
を
、

経
験
的
な
根
拠
が
な
い
ま
ま
に
我
々
各
自
が
創
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
実
証
的
な
根
拠
が
な
い
以
上
、
そ
れ
は
意
志
に
よ
る
―
つ
の
創

、、

造
‘
―
つ
の
賭
け
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

、
、
、
、
、

と
同
時
に
、
社
会
が
他
人
と
共
に
生
き
る
世
界
と
な
る
た
め
に
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
創
造
し
た
他
人
か
ら
創
造
し
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
相
互
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
社
会
は
〈
私
〉

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
世
界
と
区
別
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
「
創
造
の
網
」
で
な
け
れ
ば
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

間
社
会
は
存
在
し
え
な
い
の
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
も
そ
も
〈
私
〉
が

そ
の
よ
う
に
創
造
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
に
よ
っ
て
私
が
創
造

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
賭
け
の
存
在
の
真
に

経
験
的
な
証
拠
と
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
「
我
々
人
間
が
共
に
生
き
て
い
る
」
と
い
う
否
定
し
が
た

き
事
実
そ
の
も
の
に
、
二
重
の
規
範
性
が
存
在
す
る
の
だ
。
生
の
持
続

の
強
迫
性
（
選
択
の
不
可
避
性
）
に
由
来
す
る
規
範
性
に
加
え
て
、
他

人
を
人
間
と
み
な
す
と
い
う
、
社
会
を
成
す
た
め
に
不
可
避
の
賭
け
に

由
来
す
る
規
範
性
が
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
道
徳
性
・
倫
理
性
が
否
応
な

く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
不
可
避
性
へ
の
対

応
は
、
超
越
性
に
依
ら
な
い
ば
か
り
か
可
感
的
自
然
の
法
則
に
さ
え
依

ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
も
は
や
何
ら
の
絶
対
性
に
依
る
こ
と
も
で

き
な
い
が
ゆ
え
に
、
あ
く
ま
で
意
志
的
行
為
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
自

、
、
、
、

由
な
行
為
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
か
ら
。

他
者
と
共
に
在
る
生
と
し
て
の
社
会
は
こ
の
よ
う
な
絡
繰
を
持
つ
世

、、

界
で
あ
り
、
社
会
的
生
は
否
定
し
が
た
き
「
事
実
」
で
あ
る
の
と
同
じ

、
、
、
、
、
、

意
味
に
お
い
て
「
規
範
」
的
な
も
の
な
の
だ
。
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

言

人
間
の
社
会
的
生
そ
の
も
の
の
規
範
性
と
社
会
学

こ
の
よ
う
に
し
て
、
互
い
に
等
し
く
人
間
で
あ
る
存
在
が
共
に
生
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
事
実
と
し
て
措
定
す
る
場
合
、
そ
こ
に
不
可
避

的
に
内
在
す
る
規
範
性
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
事
実

の
措
定
そ
れ
自
体
が
ま
た
、
社
会
学
が
「
社
会
」
を
「
対
象
・
客
体

objet
」
と
す
る
科
学
で
あ
る
こ
と
を
止
め
な
い
限
り
不
可
避
の
も
の

で
あ
る
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
社
会
な
る
も
の
を
「
人
が
共
に
生
き
（
て
い
）
る

こ
と
」
と
捉
え
た
場
合
、
「
共
に
」
す
な
わ
ち
「
人
間
の
人
間
性
・
同
質
性
」

そ
の
も
の
の
規
範
性
（
他
者
を
人
間
と
み
な
す
賭
け
）
と
、
「
（
人
間
と
し

て
）
生
き
る
」
の
規
範
性
（
実
践
性
）
と
い
う
、
あ
の
二
重
の
規
範
性

が
、
社
会
的
事
実
・
対
象
objet
の
objectivite
、
つ
ま
り
は
社
会
学

の
objectivite
を
成
す
基
盤
と
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
を
否
定
す
る
時
、

人
が
共
に
生
き
る
社
会
に
関
わ
る
学
は

objet
を
失
い
、
学
と
し
て
存

立
不
能
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の
規
範
性
は
、

学
派
を
問
わ
ず
、
そ
の
よ
う
な
学
の
最
終
的
な
基
盤
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
前
景
化
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ

の
基
盤
を
確
認
し
な
け
れ
ば
、
社
会
学
の
学
た
る
基
盤
、
あ
る
い
は
そ

の
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
テ
ィ
は
不
安
定
で
危
う
い
ま
ま
と
な
ろ
う
。

こ
の
い
わ
ば
「
人
間
の
生
の
所
与
の
属
性
と
し
て
の
規
範
性
」
は
、

社
会
学
な
い
し
社
会
科
学
の
構
築
基
盤
と
し
て
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
間
の
生
を
離
れ
て
社
会
は
定
立
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
お
よ
そ

社
会
科
学
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
規
範
科
学
で
あ
る
こ
と
を
避
け
ら
れ

な
い
。
と
同
時
に
、
こ
れ
以
外
の
（
こ
れ
以
上
の
）
規
範
性
は
直
ち
に

は
承
認
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
こ
の
「
人
間
の
生
た
る
事
実
の
規
範
性
」

、
、
、
、

に
即
し
た
規
範
性
で
な
け
れ
ば
社
会
は
構
築
さ
れ
え
な
い
。
お
そ
ら
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
こ
が
、
世
俗
化
さ
れ
た
近
代
社
会
の
自
己
認
識
た
る
社
会
学
が
行
き

沿
い
「
底
」
か
か
か
。

と
す
れ
ば
、
社
会
科
学
に
お
け
る
価
値
判
断
と
事
実
判
断
の
境
界
は
、

生
の
根
源
的
尊
重
、
す
な
わ
ち
「
殺
す
な
か
れ
」
の
一
点
に
お
い
て
溶

解
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
生
と
い
う
意
志
的
運
動
こ
そ
が
、
実
証
科

学
的
認
識
の
実
証
性
を
、
社
会
的
事
実
の
事
実
性
を
基
礎
付
け
て
い
る

の
だ
か
ら
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
「
殺
す
な
か
れ
」
の
学
問
的
根
拠
付

け
の
作
業
と
い
い
う
る
の
だ
（
詳
細
は
拙
稿
菊
谷
二
0
一
五
を
参
照
さ
れ

た
し
）
。
科
学
的
事
実
認
識
の
基
礎
に
人
の
生
た
る
経
験
的
事
実
が
含

ま
れ
て
い
る
以
上
、
「
な
ぜ
殺
し
て
は
い
け
な
い
か
」
と
の
問
い
に
対

す
る
答
え
は
、
「
事
実
そ
う
だ
か
ら
」
し
か
な
い
。
こ
の
問
い
に
対
し

て
「
殺
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
回
答
を
与
え
た
瞬
間
に
、
当
の
問
い
自

体
が
基
盤
を
失
い
不
成
立
と
な
る
の
だ
か
ら
。
結
果
、
そ
の
よ
う
な
回

答
は
「
人
間
の
生
の
社
会
的
事
実
と
し
て
」
論
理
的
に
あ
り
え
な
い
。
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だ
が
そ
う
な
る
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
科
学
は
世
俗
科
学
で
あ

（
り
う
）
る
と
い
っ
て
よ
い
か
否
か
が
問
題
と
な
ろ
う
（
む
ろ
ん
、
本
稿

の
議
論
か
ら
は
「
世
俗
科
学
で
あ
り
、
世
俗
科
学
と
は
そ
う
い
う
も
の
以
外

で
は
あ
り
え
な
い
」
と
な
る
わ
け
だ
が
）
。

し
か
し
そ
も
そ
も
、
客
観
的
な
・
価
値
自
由
な
社
会
認
識
枠
組
と
し

て
の
近
代
科
学
た
る
社
会
学
は
、
そ
の
客
観
性
・
価
値
自
由
性
を
、
つ

ま
り
「
べ
き
」
と
「
で
あ
る
」
の
峻
別
を
際
限
な
く
実
行
で
き
る
わ
け

で
は
な
く
、
学
と
し
て
の
存
立
に
関
わ
る
こ
の
基
盤
的
一
点
に
お
い
て

こ
れ
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
人
間
の
生
の
一
様

態
と
し
て
の
近
代
社
会
に
お
け
る
生
の
現
実
は
、
時
に
無
邪
気
に
そ
う

思
わ
れ
て
き
た
ほ
ど
相
対
主
義
に
徹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。
い
か
に
研
究
者
自
身
の
価
値
認
識
を
明
確
化
し
自
覚
し
よ
う
と

、、

も
、
事
実
を
相
手
に
す
る
限
り
、
つ
ま
り
物
語
に
徹
す
る
こ
と
を
拒
否

す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
生
と
い
う
こ
の
水
準
に
あ
っ
て
は
「
諸
価
値
」

は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
社
会
学
（
社
会
科
学
）
の
歴
史
と
は
、
「
価
値
と
事

実
を
峻
別
し
、
前
者
を
宗
教
や
個
々
人
の
心
理
の
内
に
縮
減
し
、
社
会

に
対
す
る
認
識
を
い
わ
ば
純
粋
な
事
実
（
物
的
事
実
）
に
即
し
た
世
俗

的
な
科
学
と
し
て
打
ち
立
て
て
き
た
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
そ

れ
ま
で
不
分
明
で
あ
っ
た
価
値
と
事
実
を
で
き
う
る
限
り
分
離
す
る
よ

う
試
み
る
こ
と
で
、
両
者
の
一
致
点
、
両
者
が
区
別
不
能
な
地
点
を
見

つ
け
出
す
営
み
で
あ
り
続
け
て
き
た
」
と
捉
え
直
す
こ
と
さ
え
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

別
様
に
表
現
す
れ
ば
、
世
俗
化
過
程
は
、
社
会
的
世
界
全
体
の
完
全

な
世
俗
化
に
向
け
て
、
宗
教
的
な
（
超
越
的
な
）
領
域
が
無
に
な
る
ま

で
進
む
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
ギ
リ
ギ
リ
の
一
致
点
を
見
出
す
過
程

と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

今
日
の
宗
教
性
の
復
興
は
、
世
俗
化
過
程
に
内
在
す
る
必
然
的
な
結
果

で
あ
り
、
そ
の
ギ
リ
ギ
リ
の
点
（
生
と
死
）
が
見
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
（
底

を
打
っ
た
と
す
れ
ば
）
、
今
後
は
揺
り
戻
し
、
価
値
と
事
実
の
再
統
合
が

模
索
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

翻
っ
て
み
れ
ば
そ
も
そ
も
、
「
社
会
的
事
実
」
を
唱
え
た
デ
ュ
ル
ケ
ー

ム
社
会
学
は
「
道
徳
の
科
学
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
哲
学
と
心
理
学
を
社

会
学
か
ら
排
除
し
つ
つ
、
事
実
と
し
て
の
道
徳
／
道
徳
と
し
て
の
事
実

11
価
値
と
事
実
の
一
致
点
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

で
あ
れ
ば
や
は
り
こ
こ
に
、
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
否
定
し
が

た
い
直
接
的
経
験
に
お
い
て
価
値
判
断
と
事
実
判
断
を
峻
別
し
な
い

（
原
理
的
に
で
き
な
い
）
実
証
的
社
会
学
、
い
わ
ば
生
の
社
会
学
の
可
能

性
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

き
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
こ
の
根
底
的
認
識
を
得
た
の
ち
、
「
社
会
」
は
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
認
識
対
象
と
し
て
、
ま
た
も
は
や
同
義
で
あ
る
が

人
が
そ
こ
で
人
間
と
し
て
の
生
を
営
む
現
場
と
し
て
、

objectiver
で

我
々
は
こ
こ
で
再
び
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
を
訪
ね
る

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
こ
の
意
味
で
の
「
社
会
」
を
生
成
し
維
持
す
る

担
い
手
の
形
成
を
主
題
に
論
じ
て
い
る
。
パ
リ
大
学
文
学
部
（
ソ
ル
ボ

ン
ヌ
）
に
お
い
て
一
九

0
ニ
ー
一
九

0
1
―
一
年
以
降
繰
り
返
し
講
じ
ら
れ

た
「
道
徳
教
育
」
の
講
義
で
あ
る
。
さ
し
ず
め
「
学
校
に
お
け
る
道
徳

教
育
の
理
論
と
実
践
」
と
で
も
副
題
を
付
け
た
く
な
る
こ
の
講
義
の
原

稿
を
、
今
日
我
々
は
書
物
の
形
で
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
道
徳

教
育
論
』

(
D
u
r
k
h
e
i
m
1
9
2
5
)

が
そ
れ
だ
。

「
真
に
道
徳
的
な
生
活
の
領
域
は
、
集
団
生
活
の
領
域
の
始
ま
る
と

こ
ろ
か
ら
の
み
始
ま
る
。
換
言
す
れ
ば
、
我
々
は
社
会
的
存
在
で
あ
る

範
囲
に
お
い
て
の
み
道
徳
的
存
在
た
り
う
る
」

(
D
u
r
k
h
e
i
m
1
9
2
5
:
5
5
 11 

一
三
五
）
こ
と
を
一
般
原
則
と
し
て
掲
げ
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
、

道
徳
性
こ
そ
が
真
の
意
味
で
の
社
会
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳

四

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
再
訪
ぶ
伍
会
を
担
う
と
い
う
こ
と
、
人

間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
『
道
徳
教
育
論
』

(
1
9
2
5
)）

四

規
律
の
精
神
こ
義
務
、
あ
る
い
は

教
育
論
と
は
、
社
会
を
創
造
し
こ
れ
を
担
う
人
間
の
形
成
を
問
う
議
論

と
な
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
書
を
対
象
に
「
人
間
社
会
を
認
め
、
こ

れ
を
担
う
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

こ
の
書
の
中
で
彼
は
、
社
会
を
成
り
立
た
し
め
る
道
徳
性
の
要
素
と

し
て
、
次
の
三
つ
を
順
に
挙
げ
る
。
第
一
要
素
「
規
律
の
精
神

esprit

d
e
 discipline
」
、
第
二
要
素
「
社
会
集
団
へ
の
愛
着

a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t

a
良
g
r
o
u
p
e
s
s
o
c
i
a
u
x
」
、
そ
し
て
第
三
要
素
「
意
志
の
自
律
性

a
u
t
o
n
o
m
i
e
 d
e
 la v
o
l
o
n
t
e
」
で
あ
る
。
順
に
見
て
み
よ
う
。

道
徳
性
の
第
一
要
素

道
徳
性
の
形
式

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
い
う
。

道
徳
と
は
定
め
ら
れ
た
諸
規
則
の
総
体
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
、
確
固
と
し
た
輪
郭
を
持
っ
た
種
々
の
鋳
型
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
鋳
型
の
中
に
我
々
の
行
為
が
流
し
込

ま
れ
る
の
で
あ
る
。

(ibid.:23
11

七
八
）

〔
人
間
の
〕
振
る
舞
い
に
規
則
性
を
与
え
る
こ
と
が
道
徳
の
根

本
機
能
な
の
で
あ
る
。

(ibid.:23
11

七
九
）

さ
ら
に
、道

徳
規
則

r
e
g
l
e
s
m
o
r
a
l
e
s
と
は
、
単
に
人
間
の
内
的
習
慣

に
与
え
ら
れ
た
別
名
な
の
で
は
な
く
、
人
間
の
振
る
舞
い
を
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外
部
か
ら
d
e
h
o
r
s
命
令
し
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
規
則
に
服
従
し
o
b
e
i
r
道
徳
的
に
行
為
し
う
る
た
め
に
は
、

、
、
、
、
、

規
則
に
内
在
す
る
あ
の
一
種
独
特
の
権
威
に
対
す
る
感
覚
を
身

、
、
、

に
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
個
人
は
、
自
己
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
も
高
い
価
値
を
有
す
る
道
徳
力
の
優
位
性
を
感
知
し
、
そ
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

前
に
ひ
れ
伏
す
S
`
i
n
c
l
i
n
e
r
 d
e
v
a
n
t
 elles
よ
う
に
形
成
さ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(ibid.:3

。11
八
九
五
皿
調
引
用
者
。
た
だ

し
「
一
種
独
特
の
」
の
み
原
著
者
）

か
よ
う
に
し
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
見
る
と
こ
ろ
「
道
徳
と
は
規

律
で
あ
り
、
我
々
に
命
令
す
る
も
の
」

(ibid.:36
11 

I
 

0
0
)
で
あ
っ

て
、
「
問
題
と
な
る
の
は
何
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
で

あ
り
、
義
務
が
呼
び
か
け
た
な
ら
、
た
だ
服
従
あ
る
の
み
」

(ibid.:27
11 

八
五
）
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
規
律
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
自

ら
の
存
在
理
由
r
a
i
s
o
n
d
'
e
t
r
e
を
持
つ
」

(ibid.:27
11

八
六
）
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
意
味
内
容
や
有
益
さ
は
問
題
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
規
則
性
と
権
威
へ
の
服
従
か
ら
な
る
道
徳
性

の
第
一
要
素
「
規
律
の
精
神
」
と
は
、
ま
さ
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
い
う

、、

「
鋳
型
」
、
す
な
わ
ち
道
徳
性
の
形
式
で
あ
る
と
い
い
え
よ
う
。
要
す
る

、

、

、

、

、

、

、

、

に
そ
れ
は
、
内
容
の
如
何
を
問
わ
ず
為
す
べ
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
義
務

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
規
律
の
精
神
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
る

道
徳
的
気
質
の
第
一
の
、
根
源
的
な
性
向
la
p
r
e
m
i
e
r
e
 d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 

f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
な
の
で
あ
る
」

(ibid.:30
11

九
0
)
。

道
徳
性
の
第
二
要
素
社
会
集
団
へ
の
愛
着
ぶ
香
、
集
合

的
理
想
、
あ
る
い
は
道
徳
的
義
務
の
内
実

「
利
己
主
義
者
は
自
然
に
反
し
て
い
る
」

(ibid.:61
11

一
四
三
）
と
し

て
こ
れ
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て
、
そ
も
そ

も
「
道
徳
的
行
為
と
は
、
非
人
称
的
な
目
的
日
n
s
i
m
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
s
 

を
追
求
す
る
行
為
で
あ
る
」

(ibid.:51
11

―
二
六
）
。
非
人
称
的
な
目
的

と
は
、
も
ち
ろ
ん
個
人
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
い
わ
ば
「
超
個
人

的
な
s
u
p
r
a,
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
」
(ibid.:51
11

―
二
七
）
も
の
だ
。

そ
の
上
で
、

個
人
を
除
く
と
す
れ
ば
、
残
る
も
の
は
、
諸
個
人
の
結
合
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
集
団
、
す
な
わ
ち
社
会
し
か
存
在
し
な
い
。
そ

、、

れ
ゆ
え
、
道
徳
的
目
的
と
は
、
社
会
を
対
象
と
す
る
目
的
の
こ

と
で
あ
り
、
道
徳
的
行
為
と
は
、
集
合
的
利
益
の
た
め
に
行
為

す
る
こ
と
で
あ
る
。

(ibid.:
強
調
原
著
者
）

か
く
し
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
い
う
。

道
徳
性
の
第
二
要
素
は
、
個
人
が
そ
の
一
部
を
成
す
社
会
集

団
へ
の
愛
着
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
a
 un
 g
r
o
u
p
e
 social
に
存
す
る
。

(ibid.:55 11

一
三
三
）

そ
し
て
、

四
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

社
会
に
愛
着
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
社
会
的
理
想
i
d
e
a
l

s
o
c
i
a
l
に
愛
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(ibid.:70
11

一
五
八
）

こ
の
社
会
的
理
想
と
は
、
「
社
会
の
体
制
で
は
な
く
、
社
会
の
魂
」

(ibid.:103 11-
―
―
八
）
で
あ
り
、
「
現
在
の
と
こ
ろ
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
お
そ
ら
く
今
後
も
実
現
不
可
能
で
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で

も
我
々
が
そ
こ
に
限
り
な
く
接
近
し
よ
う
と
愛
着
し
て
い
る
理
想
的
極

限
た
る
人
間
社
会
s
o
c
i
e
t
e
h
u
m
a
i
n
e
」
(ibid.:69
11

一
五
五
ー
一
五
六
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
間
性
の
普
遍
的
利
益

i
n
t
e
n
~
t
s

g
e
n
e
r
a
u
x
 d
e
 

l
'
h
u
m
a
n
i
t
e
の
実
現
」

(ibid.:65
11

一
五
一
）
で
あ
り
、
つ
ま
り
人
が

人
と
し
て
社
会
を
成
す
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
、
道
徳
性
の
第
二
要
素
「
社
会
集
団
へ
の
愛
着
」
と
は
、

望
ま
し
き
目
標
、
め
ざ
す
べ
き
善
き
理
想
に
対
す
る
志
向
を
意
味
し
て

い
る
。
そ
れ
は
第
一
要
素
「
規
律
の
精
神
」
す
な
わ
ち
義
務
の
意
味
内

容
を
成
す
も
の
で
あ
り
、
規
則
性
と
権
威
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
道

徳
的
行
為
の
向
か
う
と
こ
ろ
、
「
鋳
型
」
に
注
が
れ
る
も
の
、
「
何
を
為

す
べ
き
か
」
の
「
何
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
伝
統
的
な
表
現
で
い
え
ば
「
善
」
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は

（
社
会
集
団
へ
の
）
献
身
な
い
し
は
犠
牲
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し

た
上
で
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
人
間
性
（
人
類
）

11
人
間
社
会
そ
の
も
の

を
理
想
（
目
的
、
目
標
）
と
す
る
「
社
会
」
へ
の
こ
の
理
想
を
担

い
う
る
も
の
が
現
状
ほ
か
に
な
い
と
い
う
理
由
で
さ
し
あ
た
り
国
家
へ

(
1
)
 

つ
ま
り
名
指
し
こ
そ
さ
れ
な
い
も
の
の
第
一
二
共
和
制
へ
の

l

愛

着
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

四
・
三

道
徳
性
の
第
三
要
素
意
志
の
自
律
性

さ
て
以
上
二
つ
の
道
徳
性
の
要
素
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
唯
一
の
実
在

た
る
「
社
会
」
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
二
つ
の
道
徳
の
要
素
は
、
同
一
の
実
在
の
二
つ
の
側
面

に
他
な
ら
な
い
…
…
社
会
は
我
々
の
上
位
に
位
置
す
る
が
ゆ
え

に
、
我
々
に
対
し
て
命
令
を
下
す
。
だ
が
他
方
で
は
、
社
会
は

我
々
に
ま
っ
た
く
優
越
し
な
が
ら
、
我
々
の
内
部
に
浸
透
し
、

我
々
自
身
の
一
部
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
は
、
道
徳
的

目
的
の
持
つ
あ
の
特
別
な
魅
力
に
よ
っ
て
、
我
々
を
引
き
つ
け

る
の
で
あ
る
。

(ibid
秘
3ー
8
4
11

一
八
―
|
―
八
二
）

な
ら
ば
、
あ
る
意
味
で
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
道
徳
—
社
会
論
は
二

要
素
で
完
結
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
社
会
の
形
式
と
内
容
（
内
実
）

の
両
面
が
満
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
彼
は
、
付
け
足
す
か
の

よ
う
に
、
第
三
要
素
「
意
志
の
自
律
性
」
を
提
示
す
る
の
だ
。
そ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

彼
は
い
う
。

の、

い
か
な
る
種
類
の
圧
力
も
な
く
ま
っ
た
き
自
由
に

よ
っ
て
為
さ
れ
た
行
為
で
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
に
ま
っ
た
き
も

我
々
は
、
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の
と
は
み
な
さ
な
い
。

(
i
b
i
d
.
:
9
4
11
ニ
0
二）

そ
の
上
で
、

神
の
信
徒
が
「
世
界
は
善
な
る
存
在
の
御
業
で
あ
る
が
ゆ
え
に

原
理
的
に
善
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
認
め
る
の
に
対
し
、
我
々

、、、、

は
、
信
仰
が
先
験
的
に
d
P
m
i
o
r
i
要
請
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

、、、、

科
学
が
合
理
的
に
確
証
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
経
験
的
に
d

posteriori
こ
れ
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
服
従
は

も
は
や
受
動
的
な
服
従
で
は
な
い
。
そ
れ
は
見
識
あ
る
同
意

で
あ
る
。
物
の
秩
序
に
従
う
に
し
て
も
、
物
の
秩
序
と
は
か

く
あ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
と
い
う
確
信
に
基
づ
く
も
の
な
ら

、、、、、

ば
、
そ
れ
は
も
は
や
屈
従
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
物
の
秩
序
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

自
由
に
欲
す
る
こ
と
で
あ
り
、
事
実
を
知
っ
た
上
で
こ
れ
に

、、、、

同
意
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
に
欲
す

る
と
は
、
不
条
理
な
も
の
を
欲
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
と

は
逆
に
合
理
的
な
も
の
を
欲
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
物
の
本
性

に
適
合
し
た
行
為
を
為
そ
う
と
欲
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
i
b
i
d
.
:
9
7ー

9
8
1
1
-―0
七
ー
ニ
0
八
~
強
調
引
用
者
。
た
だ
し
「
先

験
的
に
」
「
経
験
的
に
」
の
み
原
著
者
）

つ
ま
り
、
義
務
で
あ
り
善
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
「
経
験
的
事
実
と
し

て
の
」
道
徳
性
す
な
わ
ち
社
会
に
、
自
律
的
な
意
志
に
基
づ
い
て
自
発

的
に
従
う
こ
と
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
そ
こ
に
道
徳
性
の
要
素
と
し
て
の

「
意
志
の
自
律
性
」
を
、

そ
し
て
自
由
を
見
出
す
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
合
意
の
上
で
の
服
従
は
、
も
は
や
い
さ
さ
か
も
拘

束
的
な
も
の
で
は
な
い
。

(
i
b
i
d
.
:
9
9
11
ニ―

0
)

あ
る
意
味
で
は
、
我
々
は
、
自
分
に
命
令
す
る
規
則
に
対
し
て

、、、、、

は
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
受
動
的
で
あ
る
。
だ
が
、
我
々
が
そ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

規
則
を
自
ら
求
め
欲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
演
ず
る
積
極
的
役
割

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
た
め
に
、
こ
の
受
動
性
は
同
時
に
能
動
性
と
な
る
の
だ
。
つ

ま
り
、
我
々
は
そ
の
規
則
の
存
在
理
由
を
知
る
が
ゆ
え
に
そ
れ

を
欲
す
る
の
だ
。
…
…
そ
の
意
味
も
射
程
も
与
り
知
ら
ぬ
命
令

を
盲
目
的
に
履
行
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
盲
目
的
な
道
具

と
い
う
役
割
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
わ
き
ま
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
い
る
場
合
に
は
、
我
々
は
、
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
自
己
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

み
に
基
づ
い
た
完
全
な
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
場
合
と
同
様
に

、、、、、

自
由
な
の
だ
。

(
i
b
i
d
.
:
1
0
0
11
ニ
―
二
五
強
調
引
用
者
）

四
•
四
意
志
勾
生
た
る
社
会

だ
が
、
容
易
に
看
取
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
第
三
要
素
は
倒
錯
し
て

い
る
。一

般
的
に
こ
の
第
三
の
要
素
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
「
世
俗
化
さ
れ

た
社
会
に
お
け
る
義
務
と
善
に
積
極
的
に
従
う
意
志
」
と
解
さ
れ
て
き

た
し
、
実
際
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
記
述
に
沿
っ
て
第
一
要
素
か
ら
順
に
論
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

を
紡
げ
ば
そ
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
義

務
を
果
た
し
、
②
そ
の
義
務
を
課
す
、
集
合
的
理
想
の
源
た
る
社
会
を

自
ら
愛
し
、
③
そ
の
よ
う
な
社
会
を
各
人
が
生
き
る
た
め
の
必
然
と
し

て
自
ら
引
き
受
け
る
、
と
い
う
あ
る
種
非
常
に
抑
圧
的
な
主
張
で
あ
り
、

全
体
主
義
の
主
張
で
さ
え
あ
る
、
と
。
事
実
、
直
前
の
引
用
文
な
ど
は
、

「
帰
依
を
自
由
と
強
弁
し
て
い
る
」
と
さ
え
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
だ

ろ
う
。さ

ら
に
、
こ
の
抑
圧
性
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
社
会
学
の
成
立
事
情
そ

の
も
の
に
由
来
す
る
と
み
な
さ
れ
て
も
き
た
。
す
な
わ
ち
、
第
三
共
和

制
下
に
あ
っ
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
は
、
初
め
か
ら
「
王
制
の
神
的
支
配

に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
、
第
三
共
和
制
の
世
俗
的
支
配
原
理
・
体
系
の

確
立
と
正
当
化
」
と
い
う
歴
史
的
課
題
が
課
さ
れ
て
お
り
、
ゆ
え
に
そ

の
社
会
学
も
ま
た
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
し
か
残
さ
れ

て
は
い
な
い
の
か
。

確
か
に
、
道
徳
性
の
三
要
素
が
論
じ
ら
れ
た
順
序
と
そ
の
重
み
付
け

を
、
論
理
的
か
つ
歴
史
的
必
然
と
し
て
捉
え
れ
ば
そ
の
よ
う
に
理
解
で

き
よ
う
。
だ
が
、
相
互
創
造
の
網
と
し
て
社
会
の
根
底
を
捉
え
た
我
々

の
目
に
は
、
そ
の
論
理
階
梯
は
む
し
ろ
逆
順
で
あ
る
よ
う
に
映
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
、
①
ま
ず
意
志
の
自
律
性
が
あ
る
、
②
こ
れ
を
前
提
に
愛
す

る
対
象
を
創
り
上
げ
る
、
③
そ
の
上
で
こ
れ
を
守
る
、
と
。

説
明
し
よ
う
。
意
志
と
そ
の
自
律
性
に
つ
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、

カ
ン
ト
を
批
判
す
る
形
で
自
ら
の
論
を
展
開
す
る
。

カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
自
律
性
こ
そ
が
道
徳
性
の
原
理
で
あ
る
。

実
際
、
道
徳
性
と
は
、
個
人
や
そ
の
個
別
的
利
益
か
ら
独
立
し

た
、
非
人
称
的
で
一
般
的
な
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。

他
方
、
理
性
は
そ
の
元
来
の
有
り
様

constitution
native
に

よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
一
般
的
で
非
人
称
的
な
も
の
を
志
向
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
お
い
て
、
の
み

な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
同
一
の
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
理
性
は
た
だ
一
っ
し
か
存
在
し
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
我
々
は
、
理
性
に
よ
っ
て
の
み
動
か
さ
れ
る
限
り
道

徳
的
に
振
る
舞
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
同
時
に
こ
の
時
我
々

は
、
理
性
的
〔
合
理
的
〕
本
性
の
法
則
に
の
み
従
う
の
だ
か
ら
、

ま
っ
た
き
自
律
性
を
持
っ
て
振
る
舞
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(ibid.:95 11-
―
0
1
―|-―

0
三）

だ
が
し
か
し
、

実
際
に
は
、
我
々
の
理
性
は
〔
カ
ン
ト
が
想
定
す
る
よ
う
な
〕

先
験
的
な
〔
超
越
論
的
な

t
r
a
n
s
c
e
n
d
e
n
t
〕
一
能
力
な
ど
で

は
な
い
。
理
性
は
世
界
の
一
部
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
世
界
の

法
則
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
…
…
〔
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
カ
ン

ト
は
、
意
志
の
純
粋
な
自
律
性
を
説
明
す
る
た
め
に
、
意
志
は
、
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そ
れ
が
純
粋
に
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
自
然
の
法
則
に

従
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
彼
は
、
意

志
を
し
て
、
世
界
と
隔
絶
し
世
界
の
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
な

―
つ
の
能
力
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
は
自
己
の
殻
に
籠
も
り
外
力

の
作
用
を
免
れ
た
一
能
力
で
あ
る
と
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
に
事

実
に
反
し
て
お
り
、
検
討
自
体
無
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(ibid.:95ー

9
6
11-

―0
四）

こ
れ
に
対
し
て
経
験
的
事
実
に
あ
く
ま
で
も
即
す
と
す
る
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
に
い
わ
せ
れ
ば
、

道
徳
意
識
が
要
求
す
る
も
の
は
、
単
に
何
ら
か
の
理
念
的
存
在

の
自
律
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
我
々

自
身
が
保
持
す
べ
き
、
真
の
、
実
際
的
な
自
律
性

a
u
t
o
n
o
m
i
e

e
寄
ctive,
vraie
で
あ
る
。
…
…
〔
実
際
に
〕
生
起
し
、
次
第

に
形
を
成
し
、
歴
史
の
中
で
発
展
し
て
ゆ
く
な
に
も
の
か
が
問

題
な
の
だ
。

(ibid.:96
11

ニ
0
五）

そ
し
て
、
そ
の
真
の
、
実
際
的
な
も
の
と
い
え
ば
、

現
実
的
で
具
体
的
な
事
物
た
る
社
会
な
る
も
の
の
本
質

la

n
a
t
u
r
e
 d
e
 cette c
h
o
s
e
 reelle et c
o
n
c
r
e
t
e
 q
u
'
e
s
t
 la 

Societe
を
表
現
す
る
の
は
道
徳
的
秩
序

o
r
d
r
e
m
o
r
a
l
で
あ

る

(ibid.:96
11

ニ
0
四）

つ
ま
り
、

カ
ン
ト
を
批
判
し
つ
つ
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
、
意
志
を
、
自

然
す
な
わ
ち
可
感
的
世
界
に
内
在
す
る
も
の
と
位
置
付
け
、
あ
く
ま
で

客
観
的
な
現
実
と
し
て
の
世
俗
泄
界
の
中
で
の
そ
の
自
律
性
を
見
出
そ

う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
の
世
俗
世
界
を
成
す
現
実
的
で
具
体
的
な
諸
物

を
、
人
間
自
身
も
含
め
て
ー
ー
と
い
う
の
も
人
間
と
は
社
会
の
産
物
あ

る
い
は
同
時
生
成
物
た
る
「
個
人
」
な
の
だ
か
ら
す
べ
て
必
然
的

に
与
え
ら
れ
た
、
つ
ま
り
他
に
あ
り
え
な
い
客
観
的
な
「
物
」
で
あ
る

と
解
し
た
た
め
に
、
道
徳
的
秩
序
を
、
す
な
わ
ち
社
会
の
規
範
と
理
想

を
、
す
な
わ
ち
社
会
の
義
務
と
善
と
を
、
必
然
と
し
て
欲
す
る
こ
と
こ

そ
が
自
律
性
で
あ
り
自
由
で
あ
る
と
い
う
、
な
ん
と
も
倒
錯
的
で
（
我
々

に
い
わ
せ
れ
ば
そ
れ
こ
そ
非
現
実
的
な
）
結
論
に
導
か
れ
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
社
会
な
る
も
の
の
創
造
の
根
底
を
確
認
し
た
我
々
の
視
点

か
ら
見
れ
ば
、
事
態
は
逆
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
に
現
実
を
実
証
的
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
経
験
に
直
接
与
え
ら
れ
た
現
実
的
で
具

体
的
な
も
の
と
し
て
「
生
た
る
意
志
」
が
ま
ず
あ
り
、
こ
れ
が
世
俗
世

界
を
、
必
然
性
を
持
っ
た
「
社
会
」
と
し
て
創
造
し
て
い
る
、
と
い
う
「
事

実
」
を
認
め
る
ほ
か
な
い
。
た
だ
、
こ
の
現
実
的
で
具
体
的
な
意
志
が

そ
の
よ
う
に
あ
る
の
は
ま
さ
に
他
の
そ
の
よ
う
な
意
志
に
よ
っ
て
創
造

さ
れ
て
（
賭
け
ら
れ
て
）
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、、
社
会
（
学
）
の
論
理
は
時
間
と
と
も
に
螺
旋
状
に
循
環
す
る
も
の
で
あ
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

る
こ
と
も
ま
た
認
め
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
こ
れ
は
単
な
る
論
理
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

ヒ
ト
が
人
と
な
る
過
程
、
す
な
わ
ち
ヒ
ト
の
人
間
と
し
て
の
誕
生
•
発

達
過
程
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
（
い
わ
ゆ
る
成
人
後
も
）
人
が
人
と

し
て
あ
り
続
け
る
過
程
そ
の
も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
こ
そ
我
々

が
人
間
で
あ
り
続
け
る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
、
も
っ

と
も
基
本
的
な
社
会
的
現
実
、
社
会
的
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

と
ど
の
つ
ま
り
、
問
題
は
こ
の
、
意
志
を
道
徳
的
行
為
の
「
起
点
と

し
て
定
め
よ
う
」
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
先
に
見
た
と
お
り
、
意
志
た
る
生
は
直
接
経
験
で
あ
り
、
ま
た

物
で
は
な
く
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
相
互
承
認
の
産
物
」
と
し
て
説

明
さ
れ
る
与
件
で
あ
る
。
相
互
承
認
で
あ
る
以
上
、
（
カ
ン
ト
の
よ
う
に
）

、
、
、
、
、

孤
立
し
た
「
源
」
と
こ
れ
を
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
そ
の
必
要
も

な
い
。
か
つ
ま
た
、
（
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
よ
う
に
）
「
規
律
の
精
神
」
や
「
集

団
へ
の
愛
着
」
を
前
提
と
せ
ず
し
て
意
志
と
い
う
も
の
を
、
し
た
が
っ

て
我
々
の
社
会
的
生
を
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
視
点
か
ら
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
意
志
の
自
律
性
の

議
論
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
た
っ
た
今
指
摘
し
た
そ
の
倒
錯
的
限
界

を
自
ら
乗
り
越
え
る
文
言
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
次
の
言
。

こ
れ
が
我
々
の
望
み
う
る
、
ま
た
、
我
々
に
と
っ
て
何
ら
か
の

価
値
を
有
す
る
唯
一
の
自
律
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
既

成
の
も
の
と
し
て
自
然
よ
り
享
け
た
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
構
成

的
属
性
に
数
え
ら
れ
る
自
律
性
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
我
々
が

諸
物
を
よ
り
一
層
完
全
に
理
解
す
る
に
つ
れ
て
、
我
々
が
自
ら

創
り
上
げ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

(ibid.:100
11-
――二）

そ
れ
は
「
漸
進
的
自
律
性
a
u
t
o
n
o
m
i
e
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
」
(ibid.:96
11 

二
0
五
）
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
科
学
的
思
考
に
よ
っ
て
外
的

泄
界
を
理
解
す
る
こ
と
で
「
我
々
は
、
再
び
我
々
自
身
の
主
と
な
る
」

(ibid.:100 11-
―
一
三
）
。
こ
の
意
味
で
「
思
考
こ
そ
が
意
志
の
解
放
者

liberatrice d
e
 la v
o
l
o
n
t
e
」
(ibid.)

で
あ
h
ッ
、
ま
た
そ
も
そ
も
そ
の

よ
う
な
外
界
と
の
関
係
な
く
し
て
は
「
我
々
の
意
識
は
ま
っ
た
く
内
容

を
欠
い
た
も
の
」

(ibid.)

と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
「
あ
ま
り
に

空
虚
で
、
意
識
や
人
格
が
築
か
れ
え
な
い
」

(ibid.)

「
単
な
る
幾
何
学

的
な
点
」

(ibid.)

し
か
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
近
代
社
会
に
お
け
る
意
志
の
自
律
性
は
、
人
間
社
会
を
成

す
い
わ
ば
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
所
与
の
属
性
で
は
な
く
、
そ
れ
自

身
が
創
造
さ
れ
続
け
る
も
の
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
自

律
し
た
意
志
が
相
互
創
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、

意
志
の
自
律
性
と
は
人
間
社
会
の
基
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
基
点

は
他
の
基
点
に
よ
っ
て
賭
け
ら
れ
創
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

生
得
的
性
質
で
も
な
け
れ
ば
独
我
で
も
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
他
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
の
意
志
の
自
律
性
は
自
分
の
意
志
の
自
律
性
の
根
拠
な
の
だ
か
ら
。

以
上
の
こ
と
を
、
各
個
の
生
に
引
き
つ
け
て
端
的
に
ま
と
め
る
と
す

れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
よ
る
意

志
の
自
律
性
論
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
旧
来
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
『
社

会
の
中
で
自
分
の
生
き
方
を
自
由
に
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
選
択
肢
は

一
っ
し
か
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
我
々

の
到
達
点
か
ら
そ
の
再
解
釈
を
試
み
れ
ば
、
そ
れ
は
、
『
社
会
の
中
で

自
分
の
生
き
方
を
自
由
に
選
び
な
さ
い
。
選
ぶ
対
象
は
―
つ
だ
け
自
分

で
構
築
し
な
さ
い
』
と
な
る
の
だ
」
、
と
。

そ
し
て
こ
の
時
、
社
会
道
徳
と
は
、
自
ら
の
（
創
造
的
な
）
生
た
る

現
実
を
引
き
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
意
志
の
自
律
性
と
は
、
そ
の
経
験

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

的
な
根
拠
と
な
る
。
そ
れ
は
社
会
の
名
の
下
に
人
を
抑
圧
す
る
全
体
主

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

義
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
一
種
の
主
意
主
義
の
主
張
で
あ
り
、
な
お
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
、
実
証
科
学
と
し
て
の
社
会
学
の
主
張
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
（
人
が
）

共
に
」
と
「
（
私
が
）
生
き
る
」
の
矛
盾
な
い
し
麒
顧
を
和
解
さ
せ
る

可
能
性
を
持
つ
―
つ
の
融
点
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
生
の
哲
学

(
2
)
 

と
の
接
点
が
あ
る
の
だ
。

さ
ら
に
、
こ
の
い
わ
ば
意
志
す
る
こ
と
に
基
づ
く
社
会
的
11

人
間
的

事
実
の
主
張
は
、
そ
れ
が
意
志
に
基
づ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
的
合

理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
政
策
科
学
と
し
て
の
社
会
科
学
の

主
張
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
生
の
事
実
た
る
意
志
に
基
づ
く
生

の
科
学
の
、
つ
ま
り
生
の
発
現
と
し
て
の
意
志
と
そ
の
産
物
と
し
て
の

社
会
に
対
す
る
実
証
科
学
的
構
え
と
し
て
の
社
会
学
の
提
唱
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
社
会
と
い
う
事
実
が
生
で
あ
る
限
り
備
え
る
規
範
性
に
対
す

る
首
肯
で
あ
り
、
あ
る
い
は
社
会
と
い
う
規
範
が
生
と
い
う
経
験
的
事

実
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
首
肯
で
あ
る
。

こ
の
主
張
を
、
再
び
歴
史
の
中
に
置
き
直
す
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
。

事
実
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
こ
の
道
徳
性
の
第
三
要
素
を
世
俗
道
徳
に
固

有
の
も
の
と
、
す
な
わ
ち
宗
教
道
徳
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
も
の
と

み
な
し
て
い
る
(
i
b
i
d
.
:
1
0
2
11

ニ
―
六
ー
ニ
―
七
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
宗

教
道
徳
か
ら
世
俗
道
徳
へ
の
発
展
史
」
つ
ま
り
「
社
会
の
誕
生
史
」
と

し
て
第
一
要
素
、
第
二
要
素
の
順
に
論
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
い
っ
た

ん
人
間
社
会
が
（
曲
が
り
な
り
に
も
）
誕
生
し
そ
の
持
続
可
能
性
が
問

わ
れ
る
現
在
に
お
い
て
は
、
も
は
や
第
三
要
素
を
第
一
基
盤
と
み
な
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
先
に
見
た
と
お
り
、
固
有
の
意
味
で
の
「
人

間
社
会
」
と
は
、
か
つ
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
、
我
々
人
間
が
自

分
自
身
と
と
も
に
創
り
出
し
、
以
後
絶
え
ず
創
り
出
し
続
け
て
い
る
も

の
、
漸
進
的
•
発
展
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
持
続
で
き

ず
失
わ
れ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
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社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

五
生
の
社
会
学
と
人
間
社
会
の
担
い
手

唯
一
の
意
志
た
る
こ
と
）

（
他
な
ら
ぬ
生
、

他
人
も
ま
た
人
間
で
あ
る
こ
と
に
賭
け
る
と
い
う
意
志
的
行
為
と
は
、

そ
う
す
る
こ
と
で
よ
う
ゃ
-
v
o
b
j
e
c
t
i
v
e
r
さ
れ
る
（
対
象
と
し
て
現
れ

る
11

客
観
化
さ
れ
る
）
と
こ
ろ
の
異
質
な
他
者
と
共
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
、
つ
ま
り
自
ら
の
社
会
的
生
を
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
を
自
ら
o
b
j
e
c
t
i
v
e
r
(
対
象
化
11

客
体
化
）
し
創

造
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
い
か
に
す
れ
ば
社
会
を
生
成
で
き
る
の
か
を
、

す
な
わ
ち
い
か
に
す
れ
ば
社
会
の
担
い
手
た
る
人
間
を
誕
生
さ
せ
ら
れ

る
の
か
を
論
じ
た
『
道
徳
教
育
論
』
に
お
け
る
道
徳
性
の
第
三
要
素
「
意

志
の
自
律
性
」
の
意
義
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

な
ら
ば
こ
の
観
点
に
基
づ
い
て
、
人
間
の
社
会
的
生
と
い
う
事
実
が

意
志
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
身
に
、
社
会
な
る
も
の
を
現
実
的

（
事
実
的
）
で
対
象
的
（
客
観
的
）
な
物
c
h
o
s
e
reelle et objective 

と
し
て
把
握
し
、
人
間
の
生
の
科
学
と
し
て
社
会
学
を
成
り
立
た
し
め

る
基
盤
を
、
そ
し
て
ま
た
人
が
社
会
的
生
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
引
き

受
け
生
き
る
基
盤
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
と
い
う
事
実
が
人
間
の
生
の
規
範

性
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
社
会
は
規
範
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば

な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
規
範
性
は
主
観
的
な
価
値
判
断
に
由
来
す
る
も

の
で
は
な
い
。
社
会
的
事
実
と
は
、
い
や
お
よ
そ
人
間
に
と
っ
て
事

実
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
が
o
b
j
e
c
t
i
v
i
t
e
な
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
「
他
者
と
共
に
在
る
こ
と
」

と
「
〈
私
〉
が
生
き
て
い
る
こ
と
」
の
間
隙
を
縫
合
し
、
社
会
学
と
生

の
哲
学
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
生
の
社
会
学

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
、
全
的
で
具
体
的
・
経
験
的
な
―
つ
の
社
会
科
学
を

生
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
同
じ
理
解
に
立
っ
て
、
人
が
共
に
生
き
る
現
場

と
し
て
の
社
会
を
生
成
し
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
人
間
社
会
を
担
う
と
い
う
こ
と
を
経
験
に
即
し
て
示
し
、
そ
の

担
い
手
を
形
成
す
る
具
体
的
な
方
途
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
。
そ
れ
は

あ
る
種
の
教
育
論
と
な
ろ
う
が
、
し
か
し
単
に
学
校
教
育
や
市
民
教
育

だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
ヒ
ト
が
人
間

と
な
る
過
程
、
す
な
わ
ち
発
達
過
程
の
全
体
そ
れ
は
幼
少
期
・
未

成
年
期
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぜ
な
ら
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た

H
常
的
な
対
人
関
係
と
は
、
「
完
成
さ
れ
た
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

個
々
人
の
間
の
や
り
と
り
で
は
な
く
、
相
互
創
造
の
過
程
、
換
言
す
れ

、
、
、
、
、
、
、

ば
「
育
て
合
い
」
の
過
程
な
の
だ
か
ら
。

こ
こ
に
は
、
本
稿
の
議
論
が
、
理
論
的
・
観
念
的
な
水
準
に
と
ど
ま
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註

ろ
う
。

学
と
生
の
哲
学
の
関
係
と
し
て
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
だ

お
そ
ら
く
、
同
種
の
議
論
を
、
ジ
ン
メ
ル
に
お
け
る
（
形
式
）
社
会

全
体
性
の
中
に
投
げ
返
す
試
み
、
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た

て
の
「
社
会
と
個
人
」
と
い
う
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
を
、
今
一
度

る
こ
と
な
く
、
経
験
的
・
実
践
的
な
水
準
で
展
開
さ
れ
る
糸
口
が
あ

る
。
こ
の
展
開
こ
そ
ま
さ
に
、
か
つ
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が
『
道
徳
教
育

論
』
で
試
み
た
こ
と
だ
。
た
だ
し
、
我
々
は
彼
と
は
逆
に
道
を
た
ど
ろ

う
。
彼
の
到
達
点
が
我
々
の
出
発
点
な
の
だ
。

急
い
で
付
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
議
論
の
中
で

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
は
「
社
会
」
と
家
族
・
国
家
・
祖
国
と
い
っ
た
も
の

を
明
示
的
に
区
別
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
歴
史
的
に
「
さ
し
あ

た
り
」
の
区
別
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
本
特
集
の
構
成
に
即
し
て
表
現
す
れ
ば
「
主
観
主
義

と
シ
ス
テ
ム
論
の
架
橋
の
試
み
」
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
例

え
ば
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
概
念
が
ミ
ク
ロ
ー
マ
ク
ロ
リ
ン
ケ
ー
ジ
問
題
に
与
え

ら
れ
た
―
つ
の
解
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
別
解
の
試
み
と
な
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
「
世
界
と
〈
私
〉
」
の
サ
ブ
セ
ッ
ト
と
し

B
e
r
g
s
o
n
,
 H
e
n
r
i
,
 1
8
8
9
,
 E
s
s
a
i
 s
u
r
 les 
d
o
n
n
e
e
s
 i
m
m
e
d
i
a
t
e
s
 d
e
 la 

conscien g
 
P
U
F
.
 
(
合
田
正
人
・
平
井
靖
史
訳
、
二

0
0
二
、
『
意
識

に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
筑
摩
害
房
（
ち
く
ま
学

芸
文
庫
）
）

,
 1

8
9
6
,
 M
a
t
i
e
r
e
 et m
e
m
o
i
1、e,
P
U
E
 (
合
田
正
人
・
松
本
力
訳
、

二
0
0
七
、
『
物
質
と
記
憶
』
筑
摩
書
房
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
）
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 1

9
1
2
,
 
"
L
'
a
m
e
 et le 
c
o
r
p
s
"
,
 d
a
n
s
 I.:energie spirituelle, 

P
U
E
 (
「
魂
と
身
体
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、
宇
波
彰
訳
、
一
九
九
二
、
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』

第
三
文
明
社
（
レ
グ
ル
ス
文
庫
）
）

,
 1

9
3
2
,
 L
e
s
 d
e
u
x
 s
o
u
r
c
e
s
 d
e
 la 
m
o
r
a
l
e
 et d
e
 la 
religion, 

P
U
F
.
 
(
平
山
高
次
訳
、
一
九
七
七
、
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
岩
波

書
店
（
岩
波
文
庫
）
）

D
u
r
k
h
e
i
m
,
 E
m
i
l
e
,
 1
8
9
5
,
 L
e
s
 regles d
e
 la m
e
t
h
o
d
e
 sociologique, 

P
U
E
 (
菊
谷
和
宏
訳
、
二

0
一
八
、
『
社
会
学
的
方
法
の
規
準
』
講
談

社
（
講
談
社
学
術
文
庫
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 1

8
9
7
,
 L
e
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U
F
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(
宮
島
喬
訳
、

中
央
公
論
新
社
（
中
公
文
庫
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 1

8
9
8
,
 
"
L
'
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
m
e
 et les intellectuels", d
a
n
s
 L
a
 

science sociale et l'action, 
ed. p
a
r
 J
e
a
n
-
C
l
a
u
d
e
 Filloux, P
U
F
.
 

（
「
個
人
主
義
と
知
識
人
」
、
佐
々
木
交
賢
・
中
嶋
明
勲
訳
、
一
九
八
八
、

参
考
文
献
※
引
用
文
の
訳
は
適
宜
変
更
し
た
。

一
九
八
五
、
『
自
殺
論
』

30 



社会という事実の規範性あるいは社会という規範の事実性について：「共に」と「生きる」の和解のために

菊
谷
和
宏
、
二

0
0
五
a
、
『
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ヴ
ィ
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と
デ
ュ
ル
ケ
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会
学
的

『
社
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科
学
と
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星
社
厚
生
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 1912, L
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亮
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教
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下
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摩
書
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学
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東
信
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二
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ソ
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