
●
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢カ
ン
ト
永
遠
平
和
論
の
諸
問
題
｣

カ
ン
ト
永
遠
平
和
論
の
諸
問
題

-

カ
ン
ト
の
平
和
論
は
時
代
遅
れ
か
?

宇
佐
美
公
生

最
近
の
世
界
の
話
題
は
､
サ
ブ

･
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
破
綻
を
き
っ
か
け
と
し
た
金
融
危
機
と
世
界
同
時
不
況
で
あ
る
｡
し
か
し
他
方
で
は
､

イ
ラ
ク
'
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
は
じ
め
と
し
て
､
い
ま
だ
に
平
和
と
は
い
え
な
い
地
域
が
数
多
-
存
在
し
､
二
〇
〇
八
年
末
再
開
さ
れ
た
パ
レ

ス
テ
ィ
ナ
･
ガ
ザ
地
区
の
紛
争
も
多
-
の
犠
牲
者
を
出
し
て
停
戦
し
た
が
､
和
解
に
は
ほ
ど
遠
い
緊
張
状
態
が
続
い
て
い
る
｡
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
違
い
を
背
景
に
し
た
大
国
間
の
戦
争
の
可
能
性
は
遠
の
い
た
と
は
い
え
､
民
族
間
の
対
立
や
､
経
済
格
差
や
資
源
の
獲
得
に
起
因
す
る
争
い

(-)

の
火
種
は
､
世
界
の
至
る
所
に
伏
在
し
て
い
る
.
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
(
一
七
九
五
)
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
二
百
年
余
た
つ
が
､
世
界

平
和
へ
の
道
は
い
ま
だ
に
遠
-
､
他
方
で
環
境
破
壊
は
着
々
と
進
行
し
､
も
し
か
し
た
ら
わ
れ
わ
れ
を
待
ち
受
け
て
い
る
の
は

｢永
遠
の
墓
場
｣

だ
け
な
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
想
い
す
ら
頑
を
か
す
め
る
｡
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
は
､
国
際
協
調
も
ま
ま
な
ら
ず
､
戦
争
の
火
種
を

-
す
ぶ
ら
せ
て
い
る
世
界
を
平
和
へ
と
導
-
た
め
に
'
今
日
な
お
何
ら
か
の
意
義
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡

た
し
か
に
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
は
､
こ
れ
ま
で
も
世
界
の
各
地
で
紛
争
が
起
こ
る
た
び
に
､
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
し
て
学
会
等

で
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
｡
と
り
わ
け
冷
戦
後
の
湾
岸
戦
争
や
コ
ソ
ボ
紛
争
に
お
け
る
人
道
的
介
入
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
や
'
二

一
世
紀
に
入

っ
て
九

･
二

事
件
以
降
の
一
連
の
テ
ロ
と
の
戦
い
を
旗
印
と
す
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
､
イ
ラ
ク
へ
の
侵
攻
の
可
否
を
め
ぐ
る
議
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論
の
中
で
､
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
は
論
議
の
い
ず
れ
か
の
立
場
を
支
え
る
論
拠
も
し
く
は
批
判
の
対
象
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
｡

た
と
え
ば
､
非
民
主
的
で
権
威
主
義
的
な
国
家
が
少
な
-
と
も
戦
争
の
一
方
の
当
事
者
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
､
民
主
的
で
立
憲
的
な
国

家
同
士
が
争
い
を
す
る
こ
と
は
な
い
｡
つ
ま
り

｢各
国
家
に
お
け
る
市
民
的
体
制
は
､
共
和
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う

｢永
遠
平
和

の
た
め
の
第

一
確
定
条
項
｣
は
平
和
を
実
現
す
る
条
件
と
し
て
有
効
で
あ
る
｡
マ
イ
ケ
ル
･
ド
イ
ル
は
カ
ン
ト
に
依
り
つ
つ
､
｢民
主
主
義
国

(2)

同
士
は
互
い
に
戦
争
を
し
な
い
｣
と
す
る

｢民
主
的
平
和
論

(dem
ocratic
peace)｣
を
歴
史
的

･
統
計
的
研
究
を
も
と
に
展
開
し
て
い
る
｡

反
対
に
､
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
が
支
配
す
る
現
実
の
政
治
力
学
に
お
い
て
､
カ

ン
ト
の
平
和
論
は
非
現
実
的
な
理
想
論
の
代
表
と
し
て
批
判
的
に

扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
例
え
ば

｢
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

-

･
力
の
世
界
を
越
え
て
､
法
律
と
規
則
､
国
際
交
渉
と
国
際
協
力
と
い
う
独
自
の
世

界
へ
と
移
行
し
て
い
る
｡
歴
史
の
終
わ
り
の
後
に
訪
れ
る
平
和
と
繁
栄
の
楽
園
'
十
八
世
紀
の
哲
学
者
､
イ
マ
ヌ
エ
ル
･
カ
ン
ト
が

『永
遠
の

3EiXE

平
和
の
た
め
に
』
に
描
い
た
理
想
の
実
現
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
｣
と
言
わ
れ
る
が
'
現
実
に
は
そ
う
し
た

｢楽
園
｣
を
背
後
で
支
え
て
い
る

)iL-爪

の
は
､
安
全
を
保
障
し
自
由
な
秩
序
を
守

っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の

｢力
｣
で
あ
る
､
と
ロ
バ
ー
ト
･
ケ
-
ガ
ン
は
主
張
し
た
｡
.
つ
ま
り
ケ
-
ガ

ン
か
ら
見
れ
ば
､
カ
ン
ト
の
理
想
は
結
局
の
と
こ
ろ
無
力
で
あ
り
､
仮
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
し
て
も
､
そ
れ
を
背

後
で
支
え
る

｢力
の
論
理
｣
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

ヵ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
で
は
､
ま
ず

｢永
遠
平
和
｣
な
る
も
の
を
実
現
す
る
た
め
の
前
提
条
件
と
し
て
六
つ
の

｢予
備
条
項
｣
､
す
な

ゎ
ち

｢戦
争
原
因
の
排
除
｣
｢国
家
を
物
件
と
す
る
こ
と
の
禁
止
｣
｢常
備
軍
の
撤
廃
｣
｢軍
事
国
債
の
禁
止
｣
｢内
政
干
渉
の
禁
止
｣
｢卑
劣
な

敵
対
行
為
の
禁
止
｣
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
次
い
で
そ
れ
ら
の
条
件
を
実
現
す
る
た
め
の
戦
略

(法
的
体
制
整
備
)
と
し
て
三
つ
の
確
定
条
項
､

す
な
わ
ち

｢ど
の
国
の
市
民
的
な
体
制
も
共
和
的
で
あ
る
こ
と
｣
｢国
際
法
は
自
由
な
国
家
の
連
合
に
基
づ
く
べ
き
こ
と
｣
｢世
界
市
民
法
は
普

遍
的
な
歓
待
の
条
件
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
こ
と
｣
が
提
示
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
そ
の
実
現
を
保
証
す
る

｢自
然
の
意
図
｣
と

｢秘
密
条
項
｣
が
補
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足
的
な
追
加
条
項
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
う
し
た
項
目
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
､
現
在
の
状
況
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
も
非
現
実
的
な
部
分
や
課
題
と
な
る
部
分
が
あ
る
､

と
い
う
指
摘
は
数
多
-
な
さ
れ
て
き
た
｡
そ
の
課
題
に
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

1
､
カ
ン
ト
は

｢第
三
予
備
条
項
｣
で
常
備
軍
の
廃
止
は
提
案
し
て
い
る

1
万
で
'
｢国
家
市
民
が
自
発
的
に

1
定
期
間
に
わ
た
っ
て
武
器

使
用
を
練
習
し
､
自
分
や
祖
国
を
外
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
防
備
す
る
こ
と
は
'
こ
れ
と
は
ま
っ
た
-
別
の
事
柄
で
あ
る
｣
(V
ZZI,
34
5)
と

し
て

｢市
民
｣
に
よ
る
軍
事
訓
練
を
認
め
て
い
る
｡
ハ
-
バ
マ
ス
は
､
こ
こ
で
の

｢常
備
軍
｣
を
王
家
に
よ
る
官
治
国
家
の
傭
兵
隊
の
意
味
に
､

他
方

｢市
民
｣
を
民
主
的
国
民
国
家
に
お
け
る
市
民
兵
と
捉
え
て
'
｢
カ
ン
ト
は
当
時
の
傭
兵
隊

(m
er
c

enary
arm
ies)
の
内
に
誤

っ
て

『単
な
る
機
械
と
し
て
･
･
･
他
の
も
の
の
意
の
ま
ま
に
人
間
を
利
用
す
る
』
た
め
の
手
段
を
見
て
取
り

､

民
兵

(citizen
m
ilitia)
の
創

設
を
求
め
て
い
た
｣
と
解
釈
し
て
い
る
｡
そ
の
上
で
'

一
七
九
五
年
当
時
の
カ
ン
ト
に
は

｢予
測
不
可
能
な
こ
と
だ

っ
た
が
｣
､
む
し
ろ

｢
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
熱
狂
さ
せ
ら
れ
た
兵
役
義
務
者
の
集
団
動
員
が
､
破
壊
的
で
､
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
制
限
が
取
り
払
わ
れ
た
､
解
放

(5)

戦
争
の
時
代
の
幕
開
け
｣
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

(-)

2
､
カ
ン
ト
は
ロ
ッ
ク
と
は
違
い
､
『人
倫
の
形
而
上
学
』
法
論
に
お
い
て
革
命
権

(抵
抗
権
)
を
否
定
し
て
い
る
が
､
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を

平
和
の
可
能
条
件
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
'
｢人
権
が
個
人
と
し
て
の
世
界
市
民
の
権
利
に
お
い
て
､
法
的
地
位
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な

(-)

ら
な
い
｡
と
り
わ
け
､
在
住
す
る
国
民
国
家
を
越
え
そ
れ
に
抵
抗
す
る
権
利
が
重
要
で
あ
る
｣｡
そ
の
点
で
､
カ
ン
ト
の
国
内
法
や
国
際
法
に

対
す
る
世
界
市
民
法
の
内
容
と
位
置
づ
け
は
不
十
分
で
あ
る
｡

(8)

-
､
カ
ン
ト
は

｢第
三
確
定
条
項

世
界
市
民
法
｣
で
植
民
地
主
義
的
商
業
を
批
判
す
る

一
方
で
､
｢第

一
補
説
'
永
遠
平
和
の
保
証
｣
に
お

1q･)

い
て
､
自
然
に
よ
る
平
和
の
保
証
の
一
側
面
と
し
て
利
己
心
に
基
づ
-
商
業
の
発
達
を
あ
げ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
塩
と
鉄
の
発
見
か
ら
遠
方
に

住
む
民
族
と
の
交
際
が
始
ま
り
､
平
和
的
な
交
易
と
戦
争
を
繰
り
返
し
な
が
ら
､
最
終
的
に
は

｢戦
争
と
は
両
立
で
き
な
い
｣
商
業
が
世
界
規
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槙
で
広
が
る
こ
と
で
､
無
益
な
戦
争
を
抑
止
す
る
効
果
を
発
揮
す
る
､
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
資
源
の
限
ら
れ
た
中
で
の
自
由
貿
易
の
グ
ロ
ー

66

パ
ル
化
が
､
現
代
で
は
富
の
偏
在

･
不
平
等
を
招
き
､
テ
ロ
や
武
力
的
対
立
の
火
種
､
さ
ら
に
は
環
境
破
壊
や
麻
薬
や
兵
器
の
売
買

･
拡
散
を

(旭)

準
備
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
と
り
わ
け
利
己
心
の
肥
大
化
を
促
す
金
融
の
自
由
化
が
､
そ
の
破
綻
に
よ
り
世
界
的
な
恐
慌
を
引
き
起
こ
し

た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
｡

4
､
カ
ン
ト
が

｢世
界
共
和
国
｣
の
構
想
の
消
極
的
代
替
え
物
と
し
て
提
起
し
た
､
独
立
し
た
共
和
国
の
ゆ
る
や
か
な

｢平
和
連
合
｣
は
､

現
代
の
国
際
連
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
世
界
平
和
の
回
復
の
た
め
に
十
分
な
力
を
発
揮
で
き
ず
､
常
任
理
事
BE
lな
ど
国
家
の
利
害
の
対
立
の

場
と
な
っ
て
い
る
｡
カ
ン
ト
の
平
和
の
理
念
を
実
現
す
る
に
は
､
単
な
る

｢自
主
的
で
非
強
制
的
な
国
家
連
合
｣
や

｢訪
問
権
｣
に
と
ど
ま
る

(;)

こ
と
な
-
国
際
法
と
世
界
市
民
法
に
厳
格
な
権
限
と
広
範
な
拘
束
力
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
さ
ら
に
環
境
問
題
や
核
戦
争
の
脅
威
を
取
り
除

I.ill

こ
う
と
す
る
な
ら
､
行
政

･
司
法
の
権
能
を
備
え
た

｢世
界
共
和
国
｣
を
こ
そ
構
想
す
べ
き
で
あ
る
｡

5
､
カ
ン
ト
は

｢第
五
予
備
条
項
｣
に
お
い
て

｢
い
か
な
る
国
家
も
､
他
の
国
家
の
体
制
や
統
治
に
暴
力
を
以
て
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
｣

(V
itⅠ,
34
6)
と
し
て
い
る
が
､
現
実
に
は
ジ

ェ
ノ
サ
イ
ド
の
危
機
や
人
権
弾
圧
に
対
し
て
国
際
機
関
が
人
道
的
介
入
を
行
う
必
要
も
あ
る
｡

(13)

そ
れ
ゆ
え
こ
の
条
項
も
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

-
､
第

一
確
定
条
項
に

｢各
国
家
に
お
け
る
市
民
体
制
は
'
共
和
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
あ
り
､
｢
こ
の
体
制
が
､
永
遠
平
和
へ
と
導

-
こ
と
が
で
き
る
唯

一
の
体
制
で
あ
る
｣
旨
を
カ
ン
ト
は
強
調
し
て
い
る
｡
確
か
に
ド
イ
ル
が
示
し
た
よ
う
に
､
民
主
的
共
和
国
相
互
に
戦
争

を
行
う
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
に
し
て
も
､
し
か
し
共
和
国
が
戦
争
を
忌
避
す
る
の
は

｢国
民
が
割
に
合
わ
な
い
ば
く
ち
を
始
め
る
の
に
慎
重
に

な
る
｣
か
ら
だ
と
い
う

｢自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
｣
に
依
拠
し
た
信
頼
は
､
稀
に

｢割
に
合
う
ば
-
ち
｣
や
悪
を
乱
す

｢正
義
の
戦
い
｣
と
国
民

が
判
断
し
た
と
き
に
破
ら
れ
る
可
能
性
を
季
ん
で
も
い
る
｡
そ
れ
を
抑
止
す
る
の
は
､
国
家
の
上
位
に
立
つ
国
際
的
な
法
の
支
配
の
確
立
で
は

な
い
か
｡



一
七
九
五
年
段
階
で
カ
ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
､
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
に
お
い
て
続
々
と
出
現
し
た
こ
と

は
､
た
し
か
に
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
の
諸
規
定
を
今
日
の
世
界
に
対
し
て
実
効
性
の
な
い
も
の
に
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ

う
｡
例
え
ば
､
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
多
国
籍
企
業
の
出
現
､
も
の
･
人

･
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
､
脱
国
家
的
市
民
社
会

の
権
力
の
増
大
'
国
家
を
越
え
た
民
族
意
識
の
高
揚
､
蔵
滅
戦
争
や
追
放
戦
争
､
ゲ
リ
ラ
戦
や
爆
弾
テ
ロ
､
原
爆
な
ど
大
量
破
壊
兵
器
や
電
子

的
に
制
御
さ
れ
た
兵
器
の
出
現
な
ど
な
ど
｡

そ
れ
ゆ
え
現
在

『永
遠
平
和
論
』
の
意
義
を
少
し
で
も
認
め
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
間
で
は
､
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
に
溝
わ
せ
て
､
現
実

的
な
平
和
論
を
構
築
す
る
た
め
に
､
カ
ン
ト
の
理
論
に
ど
の
よ
う
な
改
善
や
補
足
を
加
え
る
の
が
よ
い
か
が
様
々
な
立
場
か
ら
議
論
さ
れ
て
い

る
｡
『永
遠
平
和
論
』
出
版
二
〇
〇
年

(と
第
二
次
大
戦
終
結
五
十
年
､
国
連
憲
章
制
定
五
〇
周
年
)
を
記
念
し
て

一
九
九
五
年
に
フ
ラ
ン
ク

フ
ル
ト
で
開
催
さ
れ
た
会
議
の
記
録
の
英
語
版
で
あ
る
P

e

T･P
etu
a
l
P
eaceJE
ssays
on
K

antrs
C
osm
op
olitan
Jd
eal,)997
で
､
編
者

は
収
録
さ
れ
た
論
文
を
､
(
一
)
｢グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
変
化
に
応
じ
た
平

和
の実
践

的
可
能
性
を

実
現
す
る
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
､
カ
ン
ト
の
目
的
論

と
は
違

っ
た
形
で
提
示
す
る
｣
テ
ー
マ
群
､
(二
)
｢世
界
秩
序
の
条
件
と
し
て
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
国
家
体
制
を
越
え
る
世
界
組
織
な
い
し
構

造
の
法
秩
序
の
必
要
性
を
論
ず
る
｣
テ
ー
マ
群
､
(三
)
｢世
界
市
民
主
義
と
多
文
化
主
義
と
の
関
係
の
中
で
人
権
の
政
治
的
役
割
を
検
討
す
る
｣

(;
)

テ
ー
マ
群
に
分
け
て
紹
介
し
て
い
る
が
､
そ
の
い
ず
れ
も
が
､
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
を
い
か
に
現
実
の
状
況
に
応
じ
て

｢改
訂
す
る
か
｣

と
い
う
姿
勢
で
貫
か
れ
て
い
る
｡

し
か
し
､
カ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
を
読
み
解
-
こ
と
に
は
､
別
の
意
味
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
当
時
の
状
況
を
十
分
に
理
解
し

た
上
で
､
そ
の
文
脈
に
即
し
て
カ
ン
ト
の
著
作
を
読
み
解
-
こ
と
に
よ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
の

(現
代
か
ら
見
れ
ば
楽
観
的
で
実
効
性
が
な
い
よ
う

に
見
え
る
)
課
題
と
な
る
テ
キ
ス
ト
の
本
来
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
内
在
的
な
理
解
を
通
し
て
､
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見
カ
ン
ト
の
理
論
を
実
効
性
の
な
い
も
の
に
し
て
い
る
か
に
見
え
る
現
代
の
政
治
状
況
を
構
成
し
て
い
る
諸
要
素
を
照
射
し
､
む
し
ろ
そ
こ
に

覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
病
巣
を
暴
き
出
す
こ
と
も

一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
あ
ろ
う
｡

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
二
人
の
提
題
者
は
､
上
記
の
よ
う
な
カ
ン
ト
平
和
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
見
直
し
の
動
向
を
捉
え
な
が
ら
も
､
丹
念
な

テ
キ
ス
ト
の
読
解
を
手
が
か
り
に
し
て
､
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
提
示
し
て
-
れ
た
｡
石
川
氏
は
､
カ
ン
ト
の

｢民
兵
｣
論
を
歴

史
的
文
脈
の
中
で
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
現
代
日
本
の
欺
臓
的
平
和
状
況
に
対
す
る
批
判
的
解
釈
の
た
め
の
視
点
を
提
示
し
､
小
松
氏
は
､
道

徳
論
的
読
み
込
み
を
排
し
'
共
和
制
と
国
家
連
合
の
問
題
を
徹
底
し
て
法
論
的
議
論
と
し
て
読
み
解
-
こ
と
の
重
要
性
､
言
い
替
え
れ
ば

｢悪

人
で
さ
え
従
い
う
る
平
和
論
｣
の
地
平
で
カ
ン
ト
を
読
解
す
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
｡

カ
ン
ト
の
平
和
論
が
古
い
の
で
は
な
い
｡
カ
ン
ト
の
理
論
が
適
用
不
可
能
に
な
る
ま
で
､
近
代
の
政
治
と
経
済
は
､
そ
の
障
碍
と
な
る
危
険

で
欺
職
的
な
堆
積
物
を
積
み
重
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
｡

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
'
二
人
の
提
題
を
受
け
て
､
平
和
を
め
ぐ
る
現
代
的
課
題
へ
の

『永
遠
平
和
論
』
の
寄
与
可
能
性
だ
け
で
は
な

く
'
『永
遠
平
和
論
』
の
各
条
項
の
解
釈
'
さ
ら
に
は
カ
ン
ト
の
概
念
使
用
の
哲
学
的
意
味
な
ど
､
非
常
に
多
様
な
論
点
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な

意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
｡
二
〇
〇
八
年
が
メ
モ
-
ア
ル
な
年
で
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
豊
か
な
論
議
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
､

ヵ
ン
ト
の

『永
遠
平
和
論
』
が
少
な
-
と
も
哲
学
的
に
は
今
日
な
お
十
分
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
の
証
で
あ
り
､
且
つ
当
日
､
議
論
に
参
加
し

て
い
た
だ
い
た
東
北
哲
学
会
会
員
諸
氏
の
平
和
論
に
対
す
る
熱
意
の
表
れ
で
あ
る
と
感
謝
し
､
司
会
者
と
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
｡
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訳
十
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頁
)､
cf.
arberm
a
s.
ibid..
p
.)27
.
p
p
.)2
8
･9
,

(邦
訳

l
二
六
頁
,

三

7

八
-

一
二
九
頁
参
照
)｡
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
小
松
な
ら
び
に
石
川
報
告
を
参
照
｡

V
g
1..V
ttt.358･359

V
e
t.,V
tt
t.3
6
6･36
8

例
え
ば
､
｢
『
商

業
の
精
神
』
が
世
界
規
模
で
の
利
益
の
調
和
を
生
み
出
す
と
す
る
､
カ
ン
ト
と
-
ル
の
-
ベ
ラ
ル
な
希
望
は
'
こ
と
ご
と
く
潰
え
去
っ
た

の
で
あ
る
｣
(J
.B
o
h
m
a
n
&

M
.
L
u
tz･B
a
ch
m
a
n
n
,
ib
id
=
p
13
-
邦
訳
九
貢
)
と
言
わ
れ
る
｡
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J
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B
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十
六
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以
下
参
照
)｡
し
か
し
人
権
を
尊
重
し
な
い
独
裁
国
家
の
打
倒
を
目
的
と
し
た

(道
徳
的
理
由
に

ょ
る
)
軍
事
介
入
が
も
た
ら
し
た
悲
劇
を
考
え
る
と
'
世
界
市
民
法
を

｢世
界
に
お
い
て
相
互
に
現
実
的
な
関
係
に
入
り
う
る
地
上
の
一
切
の
諸
民
族
が
'

た
と
え
い
ま
だ
友
好
的
で
は
な
い
と
し
て
も
､
平
和
的
に
交
際
す
る
協
働
関
係
を
締
結
す
る
と
い
う
理
念
｣
の
法
的
な
規
定
と
し
た
上
で
､
植
民
地
主
義

の
危
険
､
他
国
へ
の
干
渉
の
危
険
を
脱
ん
で
､
敢
え
て

｢安
全
に
訪
問
す
る
権
利
｣
に
制
限
し
て
い
る
カ
ン
ト
の
立
場
は
､
今
こ
そ
真
剣
に
考
慮
す
る
に

値
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
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