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藤
野
寛
著
『「
承
認
」
の
哲
学

　
　
　
　
―
他
者
に
認
め
ら
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
―
』

田
原
彰
太
郎

　

本
書
に
お
い
て
著
者
の
藤
野
寛
氏
は
、
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
（A

xel 
H

onneth

）
の
所
論
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
た
ん
に
そ
の
釈
義
的
解
釈
に
と

ど
ま
ら
な
い
著
者
自
身
の
承
認
論
を
練
り
上
げ
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
、
承
認
研
究
、
な
ら
び
に
、
ホ
ネ
ッ
ト
研
究
に
資
す
る
も
の

で
あ
る
。
著
者
に
は
、『
ア
ド
ル
ノ
／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
問
題
圏
―
同

一
性
批
判
の
哲
学
―
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
以
後
、
詩
を
書
く
こ
と
だ
け
が
野
蛮
な
の
か
―
ア
ド
ル
ノ
と
〈
文
化
と

野
蛮
の
弁
証
法
〉
―
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
学
派
第
一
世
代
を
扱
っ
た
著
作
が
す
で
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派
第
三
世
代
に
属
す
る
ホ
ネ
ッ
ト
を
扱
う
本
書
を
、
著
者
に
よ
る
息
の

長
い
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
研
究
の
最
新
の
成
果
と
し
て
読
む
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
本
書
の
要
約
を
し
、
そ
の
後
、
本
書
の
批
判
的
検
討

を
行
う
。
本
書
は
、
5
章
構
成
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
第
1
章
か
ら
第
3

章
ま
で
が
本
書
の
承
認
論
の
基
礎
的
部
分
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
部

分
を
中
心
に
要
約
を
行
う
。
な
お
、
以
下
で
挙
げ
る
ペ
ー
ジ
数
は
い
ず
れ

〔
書
評
〕
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も
本
書
の
も
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
導
入　

他
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
／
他
者
を
認
め
る
こ
と
」

に
お
い
て
、
著
者
が
選
択
し
た
承
認
論
へ
の
導
入
方
法
は
、
承
認
論
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
役
割
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
批
判

対
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
、
個
人
主
義
で
あ
る
（
否
定

主
義
も
著
者
の
承
認
論
の
重
要
な
批
判
対
象
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ

で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
）。
個
人
主
義
と
は
、
自
己
実
現
、

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
、
本
当
の
自
分
、
と
い
っ
た
言
葉
を
導
き
の
糸
と
す

る
生
き
方
の
こ
と
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
個
人
主
義
こ
そ
が
現

代
に
お
け
る
私
た
ち
の
生
き
方
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
（
18
頁
）。

承
認
論
の
意
義
は
、
こ
の
個
人
主
義
に
疑
問
を
突
き
つ
け
る
と
い
う
点
に

あ
る
。
個
人
主
義
が
自
分
の
内
部
に
（
欲
求
や
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
い
っ
た

か
た
ち
で
）
秘
め
ら
れ
て
い
る
「
真
の
自
分
」、「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」

を
探
し
出
す
よ
う
に
促
す
の
に
対
し
て
、
承
認
論
は
、
こ
の
個
人
主
義
的

傾
向
に
反
し
、
自
分
の
外
に
あ
る
他
者
と
の
承
認
関
係
こ
そ
が
重
要
だ
と

考
え
る
。

　
「
基
礎
的
考
察　
「
社
会
性
」
を
め
ぐ
る
考
察
へ
」
と
題
さ
れ
た
第
二
章

か
ら
、
著
者
の
承
認
論
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
。
こ
の
章
で
は
、
承
認

（A
nerkennung

）
と
い
う
言
葉
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
意
味
が
「
気

づ
く
こ
と
」、「
プ
ラ
ス
に
評
価
す
る
こ
と
」、「
受
け
入
れ
る
こ
と
」
と
い

う
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
た
後
、
二
つ
の
論
点
が
承
認
論
の
基
礎
的
考
察
と

し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

ひ
と
つ
目
の
論
点
は
、「
承
認
と
認
識
」
で
あ
る
。
こ
の
論
点
を
取
り

上
げ
る
こ
と
で
著
者
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
承
認
論
が
一
種
の
超
越
論

哲
学
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
承
認
論
は
、
認
識
論
で
も
あ

り
、
認
識
の
可
能
性
の
条
件
（
の
ひ
と
つ
）
が
承
認
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
主
張
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
論
点
が
、「
社
会
性
と
承
認
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
社
会
と
承
認
と
の
関
係
を
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
す

る
。
社
会
と
は
人
々
の
結
び
付
き
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
び
付
き
を
可

能
に
し
て
い
る
の
が
承
認
で
あ
る
。
社
会
生
活
と
は
、
人
々
と
結
び
つ
い

て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
承
認
さ
れ
つ
つ

生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
承
認
論
が
社
会
の
理
論
だ
と
も

言
わ
れ
る
（
52
頁
）
所
以
で
あ
る
。
た
だ
し
、
承
認
は
す
べ
て
の
人
に
無

条
件
に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
は
他
者
か
ら

の
承
認
を
求
め
て
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
社
会
生
活
と
は
承
認

を
め
ぐ
る
闘
い
だ
と
言
わ
れ
る
（
62
頁
）
所
以
で
あ
る
。

　

第
三
章
「
体
系　

承
認
の
三
つ
の
型
、
そ
し
て
寛
容
」
に
お
い
て
は
、

承
認
が
三
つ
の
型
へ
と
分
類
さ
れ
る
。承
認
の
第
一
の
型
は
、愛
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
著
作
で
言
及
さ
れ
て
い
る
愛
と
は
、「
す
べ
て
の
人
を
平
等

に
愛
す
る
」
と
い
う
神
の
愛
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、「
極
端
な
特
別
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扱
い
、
究
極
の
依
怙
贔
屓
」（
71
頁
）
と
呼
ば
れ
る
人
間
的
な
愛
で
あ
る
。

愛
に
よ
る
承
認
と
は
、
そ
の
人
が
そ
の
人
自
身
の
個
性
の
ゆ
え
に
、
つ
ま

り
、
そ
の
人
が
ほ
か
で
も
な
く
ま
さ
に
そ
の
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
認
め

ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
愛
と
し
て
の
承
認
を
め
ぐ
る
闘
い
は
、
ま

さ
に
愛
さ
れ
る
た
め
の
闘
い
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

承
認
の
第
二
の
型
は
、
人
権
尊
重
で
あ
る
。
第
一
の
型
で
あ
る
愛
が
、

あ
る
人
に
特
殊
な
個
性
を
理
由
と
し
た
個
別
的
承
認
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
こ
の
第
二
の
型
で
あ
る
人
権
尊
重
は
、
あ
る
人
が
人
間
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
す
る
普
遍
的
承
認
で
あ
る
。
人
間
は
尊
厳
を
有
し
、
そ
の
尊
厳

を
守
る
た
め
に
は
す
べ
て
の
人
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
持

つ
権
利
、
つ
ま
り
、
人
権
が
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
―
こ
れ
が
、
人
権
尊

重
に
関
す
る
著
者
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。
こ
の
人
権
尊
重
も
闘
い
の
末

に
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
闘
い
と
し
て
著
者
が
想
定
し
て
い
る

の
が
、
差
別
と
の
闘
い
だ
。
差
別
さ
れ
る
と
は
、
あ
る
個
人
が
あ
る
特
定

の
集
合
的
属
性
（
肌
の
色
や
性
別
な
ど
）
を
持
つ
こ
と
を
理
由
に
、
他
の

人
と
は
異
な
る
扱
い
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
権
を

有
す
る
者
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
は
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
人
と
等
し
い
権

利
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
差
別
の
撤
回
が

求
め
ら
れ
る
際
に
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
と
し
て
他
の

個
人
や
集
団
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
目
的
が
人
権

尊
重
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

承
認
の
第
三
の
型
は
、
フ
ェ
ア
な
業
績
評
価
で
あ
る
。
こ
の
承
認
が
意

味
す
る
の
は
、
人
が
家
柄
な
ど
で
は
な
く
、
自
分
の
努
力
に
よ
っ
て
残
し

た
成
績
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
フ
ェ
ア
な
業
績
評

価
と
い
う
目
的
を
目
指
し
て
対
決
が
試
み
ら
れ
る
の
は
、
典
型
的
に
は
前

近
代
的
な
身
分
制
社
会
で
あ
る
。
こ
の
対
決
は
前
近
代
的
社
会
か
ら
近
代

の
資
本
主
義
社
会
へ
の
「
進
歩
」（
93
頁
）
と
い
う
流
れ
の
中
で
理
解
さ

れ
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
い
ま
に
至
る
近
代
以
降
の
世
界
で
あ
っ

て
も
、
競
争
の
公
正
さ
が
歪
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
再
び
こ
の
種
の

承
認
を
求
め
る
争
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
四
章
「
思
想
史
的
対
話
：
尊
重
・
寛
容
・
承
認
」
で
は
、
ル
ソ
ー
、

カ
ン
ト
／
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
、ア
ー
レ
ン
ト
、バ
ー
リ
ン
、テ
イ
ラ
ー
、

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
い
っ
た
哲
学
者
が
取
り

上
げ
ら
れ
、そ
の
承
認
に
関
わ
る
思
想
が
吟
味
さ
れ
る
。こ
の
吟
味
に
よ
っ

て
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
哲
学
者
た
ち
と
ホ
ネ
ッ
ト
の
意
見
の
相

違
を
明
ら
か
に
し
、
ホ
ネ
ッ
ト
の
承
認
論
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
基
礎
と

す
る
著
者
自
身
の
承
認
論
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第

五
章
「
展
開
：
承
認
論
は
ど
こ
に
向
か
う
の
か
」
に
お
い
て
は
、「
承
認

の
胡
散
臭
さ
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
承
認
を
め
ぐ
る
闘
争
」、「
承

認
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」、「
承
認
と
社
会
主
義
」
と
い
う
論
点
が
取
り
上
げ
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ら
れ
、
承
認
論
が
さ
ら
に
追
及
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
、
本
書
の
要
約
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
二
つ
の
論
点
を
挙
げ
、

本
書
の
議
論
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
い
。
こ
の
批
判
的
吟
味
の
意
図
す
る

と
こ
ろ
は
、
本
書
の
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
生

産
的
議
論
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。

　

書
評
子
が
取
り
上
げ
た
い
ひ
と
つ
目
の
論
点
は
、
自
律
で
あ
る
。
承
認

が
人
と
人
と
の
関
係
を
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
少
な
く
と

も
哲
学
・
倫
理
学
業
界
に
お
い
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
自
律
は
、

個
人
の
自
律（personal autonom

y, individual autonom
y

）で
あ
り
、

個
人
主
義
に
属
す
る
概
念
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
お
い
て
も
、「
社

会
的
き
ず
な
Ｖ
Ｓ
個
人
の
自
由
」
と
い
う
図
式
が
何
度
か
語
ら
れ
て
い
る

が
（
と
く
に
52
～
64
頁
）、
こ
の
場
合
の
個
人
の
自
由
を
表
現
す
る
の
が

自
律
と
い
う
概
念
で
あ
る
。

　

本
書
に
お
い
て
承
認
論
が
個
人
主
義
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
承
認
と
自
律
に
は
緊
張
関
係

が
あ
る
。
承
認
が
人
と
人
と
を
結
び
付
け
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
自

律
は
人
と
人
と
の
間
を
切
り
離
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
著

者
も
54
頁
で
こ
の
緊
張
関
係
を
認
め
て
い
る
）。
こ
の
緊
張
関
係
に
対
し

て
承
認
論
が
取
り
う
る
単
純
な
方
法
は
、
自
律
を
そ
の
な
か
か
ら
排
除
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
方
法
を
取
ら
な
い
。
著

者
は
、
ホ
ネ
ッ
ト
と
と
も
に
、
自
律
を
含
む
承
認
論
を
展
開
し
よ
う
と
す

る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
承
認
論
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　

ひ
と
つ
の
あ
り
う
る
考
え
方
は
、
承
認
論
を
純
粋
に
記
述
的
な
も
の
と

し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
現
代
に
生
き

る
人
々
は
承
認
も
個
人
の
自
律
も
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
両
者

は
葛
藤
を
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
、
現
代
に
生
き
る
人
々
も
否
応
な
し
に

こ
の
葛
藤
に
巻
き
込
ま
れ
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
葛
藤
に
巻
き
込

ま
れ
た
様
を
記
述
す
る
の
が
承
認
論
の
役
割
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
理
解

の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、「
現
代
社
会
に
生
き

る
と
い
う
あ
り
方
を
承
認
に
注
目
し
て
描
き
出
す
」（
51
頁
）
と
い
う
本

書
の
狙
い
に
も
合
致
し
て
い
る
（
54
頁
で
は
こ
の
読
み
方
を
裏
付
け
る
言

明
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
）。

　

し
か
し
、
筆
者
が
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
承
認
論
は
記
述
的
な
も
の
に

と
ど
ま
ら
な
い
は
ず
だ
。筆
者
は
、承
認
と
自
律
と
の
関
係
を
練
り
上
げ
、

そ
れ
に
基
づ
く
生
き
方
の
提
案
も
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
が

承
認
論
を
、
個
人
主
義
的
な
生
き
方
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て

提
案
し
て
い
る
以
上
、
本
書
を
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
誤
っ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
著
作
を
読
む
な
か
で
分
か
り
づ
ら
い
の
が
、
自

律
を
含
む
承
認
論
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
が
提
案
さ
れ
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
承
認
と
自
律
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に
は
原
理
的
葛
藤
が
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
葛
藤
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

解
消
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
自
律
的
な
生
き
方
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
か
が

本
書
で
は
十
分
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
21
～
22
頁
と
77
頁

に
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
記
述
は
あ
る
が
）。
そ
の
十
分
な
説
明
が
与
え

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
承
認
論
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
の

一
助
に
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
代
の
自
律
論
に
と
っ
て
も
興
味
深
い

展
開
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
論
点
は
、
承
認
の
三
つ
の
型
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
先
に
も

確
認
し
た
よ
う
に
、
承
認
に
は
、
愛
、
人
権
尊
重
、
フ
ェ
ア
な
業
績
評
価

と
い
う
三
つ
の
型
が
あ
る
。
こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、
第
一
の
型
の
承
認

と
第
二
、
三
型
の
承
認
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

本
書
の
承
認
論
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る
愛
と
は
、「
極
端
な
特
別
扱

い
」
と
し
て
の
愛
で
あ
る
。
こ
の
第
一
型
の
承
認
の
特
徴
は
、
特
定
の
人

（
々
）
を
、「
そ
の
他
の
人
々
と
は
異
な
る
仕
方
で
扱
う
」
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
型
の
人
権
尊
重
と
第
三
の
型
の
フ
ェ
ア
な

業
績
評
価
の
特
徴
は
、「
す
べ
て
の
人
を
同
じ
仕
方
で
扱
う
」
と
い
う
点

に
あ
る
。
人
権
尊
重
に
つ
い
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
第

二
の
型
の
承
認
は
、「
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
」
と
い
う
点
を
こ
そ
、
そ

の
特
性
と
す
る
。
普
遍
（
妥
当
）
性
、
と
言
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
人
が
ヒ

ト
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
特
別
の
価
値
を
―
尊
厳
を

―
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ

る
」（
85
頁
）。「
す
べ
て
の
人
を
等
し
く
」
と
い
う
点
を
公
平
性
と
表
現

す
れ
ば
、
人
権
尊
重
の
特
徴
と
は
人
々
に
対
し
公
平
に
接
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
公
平
性
と
い
う
特
徴
は
、
フ
ェ
ア
な
業
績
評
価
と
い
う

名
が
表
現
し
て
い
る
通
り
、
第
三
型
の
承
認
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
し
か

に
業
績
評
価
の
結
果
に
お
い
て
は
、人
々
に
差
が
付
け
ら
れ
る
。し
か
し
、

評
価
の
段
階
で
は
、
同
じ
基
準
が
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
も
っ
て
、
業
績
評
価
の
特
徴
も
ま
た
公
平
性

だ
と
言
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
の
型
を
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
れ
ば
、
第
一
の
型
と

第
二
、
三
の
型
と
の
関
係
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
型
で
あ
る
愛
は
、「
特
定
の
人
（
々
）
を
特

別
扱
い
す
る
」
の
に
対
し
、
第
二
、
三
の
型
は
「
す
べ
て
の
人
を
同
じ
よ

う
に
扱
う
」
公
平
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。「
特
別
扱
い
す
る
」

と
は
特
定
の
人
（
々
）
を
ほ
か
の
人
と
は
同
じ
よ
う
に
扱
わ
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
、公
平
に
は
扱
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。人
々
を
公
平
に
扱
う
と
は
、

依
怙
贔
屓
を
し
な
い
こ
と
、つ
ま
り
、特
別
扱
い
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
素
直
に
考
え
れ
ば
、
愛
と
人
権
尊
重
・
業
績
評
価
と
の
関
係

に
は
「
特
別
扱
い
」
ｖ
ｓ
「
公
平
性
」
と
い
う
対
立
図
式
こ
そ
が
ふ
さ
わ

し
く
、
こ
の
両
者
は
両
立
不
可
能
で
さ
え
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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特
別
扱
い
も
公
平
性
も
と
も
に
含
む
承
認
論
を
展
開
す
る
ホ
ネ
ッ
ト
と

著
者
に
と
っ
て
、
こ
の
両
者
の
両
立
不
可
能
性
は
解
決
を
迫
る
問
題
で
あ

る
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
筆
者
自
身
も
同
様
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
68
～
70
頁
、
96
頁
）
が
、
本
書
が
こ
の
問
題
に
十

分
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。
筆
者
は
、
こ
の
解
決
策
の
具
体

例
と
も
解
釈
し
う
る
、
と
て
も
興
味
深
い
事
例
を
本
書
の
な
か
で
紹
介
し

て
い
る
。「
ち
な
み
に
、
子
供
の
幼
稚
園
で
は
、
す
べ
て
の
親
が
わ
れ
が

ち
に
カ
メ
ラ
を
回
し
始
め
る
と
い
う
事
態
を
回
避
す
べ
く
、
プ
ロ
の
カ
メ

ラ
マ
ン
に
撮
影
が
委
ね
ら
れ
、
そ
の
録
画
テ
ー
プ
を
後
で
全
員
が
購
入
す

る
、
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
は
、
た
だ
し
、

不
動
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
で
全
体
を
俯
瞰
し
平
等
に
撮
影
し
続
け
て
い
れ
ば

良
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
映
像
で
は
退
屈
で
、
誰
一
人
満
足

す
ま
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
の
子
供
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
を

あ
た
う
限
り
多
数
お
り
込
み
な
が
ら
、
し
か
し
、
誰
一
人
と
し
て
優
遇
あ

る
い
は
冷
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
平
等
感
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

な
仕
方
で
、
撮
影
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
求
め
ら
れ
る

の
は
、
あ
く
ま
で
公
平
な
神
の
視
点
と
、
究
極
の
依
怙
贔
屓
で
あ
る
親
の

視
点
を
両
方
あ
わ
せ
具
え
る
よ
う
な
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
的
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
な

の
だ
」（
46
頁
）。
筆
者
の
承
認
論
に
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト

的
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
」
に
相
当
す
る
も
の
が
導
入
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
は
ず

だ
。
筆
者
が
こ
の
問
題
に
対
す
る
何
ら
か
の
解
決
策
の
提
案
に
成
功
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
承
認
論
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
の
近
代
倫
理
学
批
判
以
降
、
多
く
の
論
者
が
取
り
組
ん
で
い
る
特

別
扱
い
と
公
平
性
と
が
孕
む
問
題
に
と
っ
て
も
大
き
な
成
果
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。

（
四
六
判
、
二
三
五
頁
、
青
土
社
、
二
〇
一
六
年
六
月
発
行
、
定
価

二
二
〇
〇
円+

税
）


