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［
増
補
］　
三
五
年
後
の
「
共
生
の
作
法
」

─
─
私
の
法
哲
学
的
原
点
へ

一
　
反
時
代
的
精
神
の
挑
戦

　
一
九
八
六
年
に
創
文
社
か
ら
刊
行
し
た
拙
著
『
共
生
の
作
法
─
─
会
話
と
し
て
の
正
義
』
が
、
創
文
社
の
解
散
後
、
こ
の
た
び
勁
草

書
房
に
よ
り
増
補
新
装
版
と
し
て
再
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
書
創
文
社
版
は
単
著
と
し
て
は
私
が
最
初
に
上
梓
し
た
作
品
で
、

我
々
の
世
代
に
馴
染
み
の
言
葉
で
言
え
ば
「
処
女
作
」
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
の
言
葉
を
使
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
的
適
切
性
（political correctness

）」
を
欠
く
と
し
て
、
お
𠮟
り
を
受
け
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
初
め
て
「
自
分
の
本
」
を
世
に
問
う
著
者
が
抱
く
意
気
込
み
と
、
緊
張
・
不
安
が
入
り
混
じ
っ
た
気
持
ち
を
、

よ
り
う
ま
く
伝
え
る
言
葉
が
他
に
思
い
浮
か
ば
な
い
の
で
ご
海
容
願
い
た
い
。

　
当
時
、
三
二
歳
に
な
る
直
前
の
私
は
、
ま
さ
に
「
青
年
客
気
」
の
気
負
い
で
本
書
を
上
梓
し
た
が
、
思
想
界
・
学
界
、
さ
ら
に
は
一

般
社
会
か
ら
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
は
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
全
盛
の
当
時
、「
正
義
」
を
真

面
目
に
論
じ
る
な
ん
て
「
ダ
サ
い
」
と
か
、「
時
代
錯
誤
」
と
嘲
笑
さ
れ
る
の
が
落
ち
で
は
な
い
か
と
い
う
悲
観
の
方
が
、
正
直
言
っ

て
強
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
豈
図
ら
ん
や
、
刊
行
し
た
そ
の
年
に
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
（
思
想
・
歴
史
部
門
）
を
受
賞
し
、
そ
の
後
も
、
三
〇
年
に
わ
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た
っ
て
増
刷
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
〇
一
七
年
に
創
文
社
か
ら
出
た
最
後
の
増
刷
は
第
一
〇
刷
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
の
類
で
は
な
い
が
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
書
籍
の
一
隅
、
そ
の
最
後
列
あ
た
り
に
は
置
い
て
も
ら
え
そ
う
で
あ
る
。
学
術
書
が
売
れ
な

い
と
言
わ
れ
て
き
た
な
か
で
、
こ
ん
な
「
硬
い
本
」
が
こ
れ
だ
け
長
く
読
み
継
が
れ
る
幸
運
を
得
た
と
は
、
私
に
と
っ
て
喜
び
で
あ
る

と
同
時
に
、
驚
き
で
あ
る
。

　
第
一
刷
刊
行
時
に
つ
い
て
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
全
盛
の
当
時
」
と
言
っ
た
が
、
実
際
、「
真
理
（T

ruth

）」・「
理
性
（R

eason

）」・「
人

間
性
（H

um
anity

）」
な
ど
、
大
文
字
の
頭
文
字
で
書
か
れ
た
理
念
が
次
々
と
「
脱
構
築
」
と
い
う
名
の
哲
学
的
偶
像
破
壊
運
動
に
よ

り
信
用
失
墜
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
「
正
義
」
は
独
断
的
絶
対
主
義
や
、
権
力
の
自
己
合
理
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
象
徴
す
る
理

念
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
（
も
っ
と
も
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
脱
構
築
運
動
の
指
導
者
た
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
、
脱
構
築
の
暴
走
に

危
機
感
を
抱
い
た
の
か
、「
正
義
の
脱
構
築
不
能
性
」
を
語
り
始
め
る
が
、
そ
れ
が
中
途
半
端
で
皮
相
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
普
遍
の
再
生
─
─
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
現
代
世
界
論
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
九
年
、
ⅹ
ⅷ
頁
、
二
九
七
頁
注
3
参
照
）。

　
現
在
に
至
る
ま
で
の
自
己
の
学
問
的
・
思
想
的
姿
勢
を
私
は
「
反
時
代
的
精
神
」
と
し
て
総
括
し
て
い
る
（
参
照
、
拙
著
『
生
け
る

世
界
の
法
と
哲
学
─
─
あ
る
反
時
代
的
精
神
の
履
歴
書
』
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）。
こ
の
姿
勢
は
処
女
作
た
る
本
書
に
お
い
て
す
で
に
鮮
明

に
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
書
が
そ
の
反
時
代
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
細
々
と
、
し
か
し
長
く
」
読
み
継
が
れ
て
き
た
の
は
、
本

書
の
主
張
に
共
鳴
す
る
人
々
、
あ
る
い
は
共
鳴
し
な
い
ま
で
も
そ
の
問
題
提
起
を
真
剣
に
受
け
止
め
る
人
々
が
、
少
数
な
が
ら
常
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
「
常
在
す
る
少
数
者
」
た
ち
の
関
心
を
本
書
が
集
め
得
た
の
は
、
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
理
由
に
よ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
第
一
に
、
本
書
は
独
断
的
絶
対
主
義
や
権
力
に
対
す
る
無
批
判
的
追
従
を
斥
け
て
、
対
立
競
合
す
る
利
益
や
価
値
観
を
追
求
す
る

人
々
が
自
由
か
つ
対
等
に
共
生
し
う
る
社
会
の
枠
組
を
探
究
し
て
い
る
。「
常
在
す
る
少
数
者
」
の
方
々
は
、
こ
の
よ
う
な
「
共
生
」
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の
社
会
的
枠
組
の
探
究
に
共
鳴
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

　「
異
な
る
他
者
と
の
共
生
」
な
ど
当
た
り
前
で
は
な
い
か
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
、
利
益
や
価

値
観
を
共
有
す
る
者
同
士
で
結
託
し
、
対
立
す
る
「
他
者
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
欲
動
は
、
右
翼
や
保
守
派
だ
け
で
な
く
、「
戦
後

民
主
主
義
」
の
擁
護
者
を
標
榜
す
る
勢
力
や
「
自
称
リ
ベ
ラ
ル
派
」
に
お
い
て
も
支
配
的
で
あ
っ
た
し
、
い
ま
な
お
そ
う
で
あ
る
（
自

称
リ
ベ
ラ
ル
の
似
非
リ
ベ
ラ
ル
性
、
自
称
民
主
主
義
者
た
ち
の
反
民
主
性
、「
護
憲
派
」
に
よ
る
憲
法
破
壊
等
の
批
判
を
通
じ
て
、
こ
の
点
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
前
掲
拙
著
『
生
け
る
世
界
の
法
と
哲
学
』
第
一
章
・
第
二
章
、
拙
著
『
立
憲
主
義
と
い
う
企
て
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
九
年
、
第
四
章
な
ど
参
照
）。

　
本
書
の
共
生
理
念
と
そ
の
実
践
的
含
意
を
真
摯
に
受
け
止
め
る
人
々
は
、
戦
前
の
み
な
ら
ず
戦
後
以
降
の
現
代
日
本
に
お
い
て
も

─
─
実
は
現
代
世
界

0

0

に
お
い
て
も
─
─
常
に
少
数
者
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
少
数
者
が
常
在
す
る
こ
と
は
救
い
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
理
由
だ
が
、
本
書
は
か
か
る
「
他
者
と
の
共
生
」
を
可
能
に
す
る
社
会
的
枠
組
の
規
範
的
指
針
を

「
正
義
（justice

）」
と
い
う
価
値
理
念
に
求
め
、
正
義
を
「
共
生
の
作
法
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
哲
学
的
問
題
発
言
」
で

あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
正
義
は
自
己
の
価
値
観
を
他
者
に
押
し
付
け
て
他
者
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
独
断
的
絶
対
主
義
や
権
力
欲
の

象
徴
で
あ
り
、「
異
質
な
他
者
と
の
共
生
」
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
観
念
だ
と
す
る
偏
見
が
根
強
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
偏
見
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
心
性
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
、「
正
義
は
西
洋
の
一
神
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一

部
で
あ
り
、
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
々
が
信
奉
さ
れ
る
日
本
に
は
合
わ
な
い
」
と
い
っ
た
類
の
言
説
な
ど
と
も
結
合
し
て
、
日
本
社
会
に
根
深
く

広
く
浸
透
し
て
い
た
。

　
そ
れ
だ
け
に
、「
正
義
は
共
生
の
作
法
で
あ
る
」
と
い
う
本
書
の
基
本
命
題
は
、
多
く
の
人
々
に
は
「
あ
か
ら
さ
ま
な
自
己
矛
盾
」、

あ
る
い
は
「
倒
錯
的
見
解
」
と
響
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
命
題
が
「
反
直
観
的
」
な
響
き
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
重


