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は
じ
め
に

─
市
場
経
済
を
離
れ
て

　

本
論
文
に
お
い
て
私
は
、
政
治
思
想
家
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
を
「
公
共
性
」
や
「
活
動
」
の
人
だ
と
す
る
見
解
か
ら
は
距
離
を
取
る
。

こ
の
見
方
は
お
お
か
た
中
期
の
代
表
作
『
人
間
の
条
件
』
に
依
拠
し
た
読
み
で
あ
る
。
私
は
そ
の
見
方
を
否
定
し
な
い
が
、
公
共
性
は
彼

女
に
と
っ
て
の
数
あ
る
興
味
関
心
の
う
ち
の
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
、
と
考
え
る
。

　

本
論
文
で
は
、『
人
間
の
条
件
』
で
は
な
く
、
後
期
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
の
読
解
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
後
期
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作

と
し
て
は
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』
が
有
名
だ
が
、
同
書
に
ま
と
わ
り
つ
く
「
カ
ン
ト
の
美
的
判
断
力
論
を
政
治
思
想
と
し
て
読
み

解
い
た
著
作
」
と
い
う
世
評
か
ら
も
私
は
距
離
を
取
り
た
い
。
同
書
の
全
体
を
読
め
ば
明
ら
か
な
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
目
的
論

的
判
断
力
を
批
判
し
た
、
彼
女
の
歴
史
哲
学
の
書
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
本
論
文
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
か
ら
、
彼
女
の
歴
史
哲
学
的
な
関
心
が
い
か
に

彼
女
の
思
想
全
体
を
貫
い
て
い
る
か
を
示
そ
う
と
思
う
。
そ
の
入
り
口
と
し
て
選
ん
だ
の
が
、
彼
女
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
で
あ
る
。

歴
史
哲
学
と
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
、
こ
の
取
り
あ
わ
せ
は
一
見
す
る
と
奇
妙
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
国
家
で
も
経
済
社

会
で
も
な
い
新
た
な
人
間
の
活
動
場
所
と
し
て
の
「
公
共
圏
」
や
「
公
共
性
」
を
主
張
す
る
た
め
に
こ
そ
、「
し
ょ
せ
ん
大
企
業
は
欲
得

づ
く
で
動
い
て
い
る
の
だ
か
ら
…
…
」
な
ど
と
い
っ
た
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
が
な
さ
れ
る
の
が
主
流
だ
か
ら
だ
。〈
社
会
的
な
も

の
〉
批
判
は
、
よ
く
あ
る
ア
ー
レ
ン
ト
論
が
こ
ぞ
っ
て
注
目
す
る
部
分
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
歴
史
哲
学
的
な
関
心
か
ら
〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
批
判
し
た
の
だ
、
と
私
は
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

で
は
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
「
歴
史
哲
学
的
な
関
心
」
と
は
何
か
。
本
論
文
で
私
は
、
そ
れ
を
「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」
批
判

の
こ
と
だ
と
定
義
し
た
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、「
自
然
主
義
」
と
い
う
語
に
は
、
人
間
が
自
ら
の
生
ま
れ
や
環
境
を
所
与
で
自
然
な
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変
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
す
る
考
え
方
、
ま
た
、
人
は
そ
う
し
た
現
実
世
界
か
ら
経
験
的
に
何
か
し
ら
の
道
徳
性
を
引
き
出
せ
る
と
す
る

考
え
方
、
と
い
う
意
味
を
込
め
た（（
（

。「
目
的
論
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
あ
る
ひ
と
つ
の
目
的
＝
終
局�end�

に

向
か
っ
て
い
て
、
そ
の
歩
み
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
す
る
考
え
方
、
と
い
う
意
味
を
込
め
た
。
ま
た
そ
の
中
に
は
、
人
や
物
を
有

用
性�utility�/�N

ützlichkeit�

の
尺
度
で
見
る
、
つ
ま
り
何
か
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
見
る
考
え
方
も
含
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
や
後
期
思
想
は
、
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
の
こ
の
基
本
姿
勢
を
適
用
し
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
と

も
言
え
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
彼
女
は
上
の
二
つ
の
考
え
方
を
批
判
し
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
同
時
代
人

と
し
て
目
撃
し
た
全
体
主
義
的
支
配
の
よ
う
に
、
人
間
の
自
由
の
否
定
に
つ
な
が
り
う
る
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
彼
女
は
人
間
の

無
軌
道
な
自
由
を
主
張
す
る
よ
う
な
主
意
主
義
者
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
も
な
い
（
そ
の
た
め
、『
人
間
の
条
件
』
を
典
拠
と
し
て
彼

女
を
あ
た
か
も
主
意
主
義
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
称
賛
し
た
り
非
難
し
た
り
す
る
類
の
先
行
研
究
に
対
し
て
、
私
は
批
判
的
で
あ
る
（。
人
間
の
全
能
を

訴
え
る
の
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
は
完
成
に
向
か
っ
て
不
可
逆
的
に
進
ん
で
い
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
「
目
的
論
」
に
取
り
込
ま

れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
主
張
す
る
人
間
の
政
治
的
生
は
、
過
去
の
重
し
と
未
来
の
予
見
で
き
な
さ
の
間
で
制
約
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
読
解
を
通
し
て
、
主
体
─
客
体
の
関
係
に
依
る
こ
と
な
し
に
個
と
普
遍
を
媒
介
す
る
政
治
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た

ア
ー
レ
ン
ト
の
試
み
を
私
は
明
ら
か
に
す
る
。
彼
女
の
「
歴
史
哲
学
的
な
関
心
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
試
み
に
行
き
着
く
。
公
共

性
に
つ
い
て
の
彼
女
の
論
考
も
、
直
後
に
私
が
言
及
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
コ
ー
エ
ン
＝
ア
レ
イ
ト
の
よ
う
な
制
度
設
計
的
な
関
心
に
基

づ
い
て
な
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
上
の
よ
う
な
哲
学
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
以
上
が
、
本
論
文
の
主
張

の
概
略
で
あ
る
。

　

も
し
本
論
文
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
が
こ
れ
ま
で
の
市
民
社
会
論
方
面
だ
け
で
な
く
、
歴
史
哲
学
方
面
へ
と（（
（

関
連
づ
け
て
読

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
、
新
た
に
歴
史
学
の
分
野
か
ら
の
興
味
関
心
が
ア
ー
レ
ン
ト
に
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
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る
こ
と
を
私
は
願
っ
て
い
る

─
今
日
で
も
な
お
、
彼
女
は
一
部
か
ら
は
え
せ

0

0

歴
史
家
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
。

　

第
一
章
で
は
、
ハ
ン
ナ
・
Ｆ
・
ピ
ト
キ
ン
や
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
の
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
既
に
述
べ
た
ア
ー
レ
ン

ト
思
想
の
核
、「
自
然
主
義
」
批
判
と
「
目
的
論
」
批
判
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
第
二
章
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
『
判
断
力
批

判
』
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
。
第
三
章
で
は
、
後
期
ア
ー
レ
ン
ト
の
三
つ
の
著
作
を
基
に
、
彼
女
が
示
そ
う
と
し
た
人
間

像
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
晩
年
の
彼
女
が
理
論
的
突
破
口
と
し
て
恃
む
よ
う
に
な
る
の
が
、
や
は
り
カ
ン
ト
を
基
に
考
え
だ
さ
れ
た
独
特

の
〈
構
想
力
〉
論
で
あ
る
。
こ
れ
が
既
に
初
期
の
彼
女
の
著
作
に
も
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
づ
く
第
四
章
で
述
べ
る
。

　

な
お
、
本
論
文
に
お
い
て
は
長
大
な
注
釈
が
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
を
同
時
に
読
ま
ね
ば
議
論
が
つ
か
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
信

ず
る
。
ま
た
、
英
語
と
ド
イ
ツ
語
の
文
献
か
ら
日
本
語
で
引
用
が
行
な
わ
れ
て
い
る
場
合
、
す
べ
て
私
に
よ
る
拙
訳
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
描
い
て
き
た
「
政
治
哲
学
」
の
歴
史
は
没
落
史
観
で
あ
る
。『
人
間
の
条
件
』
の
第
六
節
「
社
会
的
な
も
の
の

登
場
」
は
、
彼
女
の
歴
史
観
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
は
、〈
社
会
〉
あ
る
い
は
〈
社
会
的
な
も
の
〉
が
、
冷
戦
期
で

あ
る
一
九
五
八
年
ま
で
の
歴
史
の
中
で
勝
利
を
収
め
た
と
さ
れ
る（（
（

。

　
〈
社
会�society

〉
と
い
う
固
有
の
領
域
に
収
ま
る
こ
と
な
く
、〈
社
会
的
な
も
の
〉
は
公
的
領
域
に
も
私
的
領
域
に
も
手
を
の
ば
す
。

時
折
ア
ー
レ
ン
ト
は
両
者
を
区
別
し
な
い
が
、
私
は
後
者
の
意
味
を
強
調
す
る
た
め
に
も
、〈
社
会
的
な
も
の�the�social

〉
と
い
う
名
詞

化
さ
れ
た
形
容
詞
を
使
用
す
る
。
同
様
の
批
判
は
他
の
著
作
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。

　

ハ
ン
ナ
・
Ｆ
・
ピ
ト
キ
ン
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
こ
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
Ｓ
Ｆ
ホ
ラ
ー
映
画
に
な
ぞ
ら
え
て

「
ブ
ロ
ブ�the�blob

」（
ス
ラ
イ
ム
状
の
怪
物
（
と
名
づ
け
た
。
そ
の
概
念
の
不
定
形
さ
を
批
判
す
る
た
め
に
、
で
あ
る
。

『
人
間
の
条
件
』
で
は
、
社
会
は
様
々
な
言
わ
れ
方
を
さ
れ
て
い
る
。
人
々
や
他
の
物
を
「
吸
収
し
」「
包
含
し
」「
呑
み
込
む
」
だ

と
か
、「
出
現
し
」「
立
ち
上
が
り
」「
育
ち
」、「
い
っ
せ
い
に
」
成
長
す
る
だ
と
か
、
領
域
や
空
間
に
「
入
り
」「
侵
入
し
」、
そ
こ
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を
「
征
服
し
」「
構
成
要
素
と
な
り
」「
操
り
」「
変
形
さ
せ
」「
堕
落
さ
せ
」、
人
々
に
規
則
を
「
課
し
」、
そ
こ
か
ら
あ
る
振
る
舞
い

を
「
要
求
し
」、
他
の
振
る
舞
い
や
人
々
を
「
排
除
し
」
た
り
「
認
め
る
の
を
拒
否
し
」、
そ
し
て
人
々
を
「
欺
こ
う
と
す
る
」。
こ

の
よ
う
に
、
社
会
的
な
も
の
は
実
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る（（
（

。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
社
会
論
に
対
す
る
批
判
は
他
に
も
あ
る
。
ピ
ト
キ
ン
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
は
次
章
で
取
り
上
げ
る
と
し
て
、
こ
こ

で
は
ま
ず
三
人
の
市
民
社
会
論
者
か
ら
の
批
判
を
見
て
お
こ
う
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
試
み
を
「
政
治
的
な

学
問
が
そ
れ
に
対
し
て
久
し
く
無
感
覚
に
な
っ
て
い
た
現
代
的
な
限
界
現
象
を
解
明
す
る
」
も
の
だ
と
し
て
最
大
限
好
意
的
に
評
価
し
な

が
ら
も
、
そ
の
厳
格
さ
ゆ
え
の
限
界
を
指
摘
す
る（（
（

。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
倣
っ
て
実
践
（
＝
活
動
（
の
特
殊
性

を
強
調
し
す
ぎ
た
た
め
に
、
経
済
社
会
の
領
域
で
の
戦
略
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
そ
こ
か
ら
締
め
出
し
て
し
ま
い
、
そ
の
現

代
的
意
義
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る（（
（

。

　

彼
の
よ
う
に
〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
い
わ
く
つ
き
の

0

0

0

0

0

0

重
要
人
物
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
冷
戦

終
結
ご
ろ
か
ら
新
た
な
局
面
を
迎
え
た
「
市
民
社
会
論
」
の
他
の
論
者
た
ち
に
も
共
通
し
て
い
る
。
ジ
ー
ン
・
Ｌ
・
コ
ー
エ
ン
＝
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ア
レ
イ
ト
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
は
、
以
下
の
三
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
統
治
行
政
の
軽
視
、
②
永
久
革
命
に

対
す
る
姿
勢
の
曖
昧
さ
、
③
権
利
や
憲
法
が
保
障
す
る
積
極
的
自
由
（
公
共
性
（
と
消
極
的
自
由
（
私
有
財
産
の
保
護
（
の
つ
な
が
り
を
無

視
し
た
こ
と
に
よ
る
議
論
の
混
乱
、
の
三
点
で
あ
る（（
（

。

　

ひ
と
つ
反
論
を
加
え
よ
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
コ
ー
エ
ン
＝
ア
レ
イ
ト
の
意
図
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
彼
ら
の
い
う
「
市
民
社
会
」
は
国

家
で
も
市
場
経
済
で
も
な
い
領
域
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
領
域
に
公
共
圏
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
ア
ー
レ
ン
ト

と
方
向
性
は
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
オ
ッ
フ
ェ
の
同
様
の
議
論
を
紹

介
し
つ
つ
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
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本
書
の
中
心
的
な
問
題
提
起
は
、
今
日
で
は
《
市
民
社
会�Zivilgesellschaft�

の
再
発
見
》
と
い
う
標
題
の
も
と
に
議
論
さ
れ
て

い
る
。［
…
］
交
通
と
組
織
の
仕
方
や
、
権
力
が
浸
透
し
て
い
な
い
政
治
的
公
共
圏
を
担
う
者
た
ち
に
よ
っ
て
制
度
が
つ
く
ら
れ
る

こ
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
最
近
の
C
．オ
ッ
フ
ェ
の
分
析
は
、
こ
の
点
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。［
…
］
彼
は
、
し
だ
い
に
広

ま
り
つ
つ
あ
る
《
市
民
社
会
》
な
る
語
の
意
味
に
も
注
意
を
促
し
て
い
る
。
近
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
や
マ
ル
ク

ス
以
来
慣
例
と
な
っ
て
い
る
「
市
民
社
会�societas�civilis

」
か
ら
「
市
民
社
会�bürgerliche�Gesellschaft

」
へ
の
翻
訳
と
は
異

な
り
、
こ
の
語
に
は
、
労
働
市
場
・
資
本
市
場
・
財
貨
市
場
を
つ
う
じ
て
制
御
さ
れ
る
経
済
の
領
域
と
い
う
意
味
は
も
は
や
含
ま
れ

て
い
な
い
。
関
連
文
献
の
な
か
に
こ
の
語
の
明
晰
な
定
義
を
探
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
徒
労
に
終
わ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

《
市
民
社
会
》
の
制
度
的
な
核
心
を
な
す
の
は
、
自
由
な
意
思
に
も
と
づ
く
非
国
家
的
・
非
経
済
的
な
結
合
関
係
で
あ
る（（
（

。

公
共
圏
と
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
大
規
模
な
広
告
代
理
店
に
よ
り
支
配
さ
れ
、
市
場
調
査
と
世
論
調
査
の
諸
機
関
に
よ
っ
て
研
究
さ

れ
、
政
党
や
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
広
報
活
動
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
広
告
宣
伝
が
蔓
延
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
た
し
か
に
、

連
帯
的
諸
関
係
が
公
共
圏
の
一
番
特
徴
的
な
要
素
で
あ
る
と
は
言
え
な
い（（
（

。

　

そ
し
て
、
彼
の
期
待
す
る
「
市
民
社
会
と
公
共
圏
の
安
定
化
と
拡
大
、
そ
し
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
行
為
能
力
の
確
認
も
ま

た
反
省
的
に
問
題
と
な
る
」
行
為
者
た
ち
は
、
上
で
引
用
し
た
よ
う
な
「
既
存
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
利
用
す
る
だ
け
の
行
為
者
と
は
［
…
］

区
別
さ
れ
る（（1
（

」。

　

ま
た
、
コ
ー
エ
ン
＝
ア
レ
イ
ト
も
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
市
民
社
会
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
［
現
代
の
集
団
的
な
］
行
為
者
た
ち
は
、
国
家
と
も
経
済
と
も
異
な
る
社
会
的
領
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域
の
規
範
的
な
モ
デ
ル
を
思
い
浮
か
べ
る（（（
（

。

　

コ
ー
エ
ン
＝
ア
レ
イ
ト
は
、
自
分
た
ち
の
論
敵
と
し
て
以
下
の
二
者
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
理
想
化
さ
れ
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ

ト
や
共
同
体
の
前
近
代
的
な
つ
な
が
り
、
伝
統
的
な
連
帯
、
近
代
性
そ
の
も
の
に
対
立
す
る
集
団
な
も
の
を
擁
護
す
る
」
人
々
と
、「『
社

会
』
と
市
場
経
済
を
同
一
視
す
る
、
様
々
な
新
保
守
主
義
的
・
新
自
由
主
義
的
・
自
由
至
上
主
義
的
主
導
者
た
ち
［
…
］」
の
二
者
で
あ

る
。「
後
者
は
、
古
典
［
学
派
］
的
な
資
本
主
義
の
完
全
に
自
己
規
制
的
な
市
場
経
済
に
よ
る
、
と
う
に
失
敗
し
た
実
験
を
繰
り
返
そ
う

と
し
て
い
る
」
と
ま
で
彼
ら
は
言
い
切
る（（1
（

。

　

つ
ま
り
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
コ
ー
エ
ン
＝
ア
レ
イ
ト
が
期
待
す
る
「
市
民
社
会
」
は
、
既
存
の
市
場
経
済
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
点

で
、
三
人
の
問
題
意
識
は
ア
ー
レ
ン
ト
と
一
部
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
異
な
る
点
が
あ
る
と
し
た
ら
、
彼
女
が
糾
弾
す
る
〈
社
会
的

な
も
の
〉
が
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
大
規
模
な
広
告
代
理
店
」「
市
場
調
査
と
世
論
調
査
の
諸
機
関
」「
政
党
や
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
の
広
報

活
動
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
広
告
宣
伝
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ピ
ト
キ
ン
が
ま
さ
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ジ
ー
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う（（1
（

。

　

た
だ
、
事
情
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
ロ
ジ
ッ
ク
が
あ
る
の
で
あ
り
、
市
民
社
会
論
者
は
そ
れ
を
見
て

い
な
い
。

一　
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

　

前
章
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
、
コ
ー
エ
ン
＝
ア
レ
イ
ト
の
最
低
限
の
共
通
点
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
市
場
経
済
に
根
を

下
ろ
し
て
久
し
い
既
存
の
社
会
的
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
（
大
企
業
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
（
と
は
区
別
さ
れ
た
公
共
圏
へ
の
期
待
、
で
あ
る
。
し
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か
し
、
他
の
三
人
の
主
張
と
は
異
な
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
そ
れ
は
自
身
の
哲
学
的
思
索
の
ひ
と
つ
の
応
用
例
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で

あ
る
。
で
は
、
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
本
章
で
私
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批

判
を
複
数
の
要
素
に
分
類
す
る
。
ま
ず
は
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
と
ピ
ト
キ
ン
が
既
に
行
な
っ
た
分
類
を
参
照
し
、
そ
の
次
に
私
な
り
の
分
類
を
行

な
う
。

㈠　

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
は
何
か

─
ブ
ロ
ブ
と
い
う
悪
夢
？

　

ピ
ト
キ
ン
に
よ
る
〈
社
会
的
な
も
の
〉
の
暫
定
的
な
定
義
を
見
て
み
よ
う
。
彼
女
に
よ
る
と
、
ひ
と
つ
に
は
①
生
命
維
持
の
た
め
の
自

然
的
な
必
然
＝
必
要
性�necessity�

と
い
う
要
素
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
②
家
政
と
い
う
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
派
生

し
て
、
最
後
に
③
人
間
の
画
一
的
な
〈
振
る
舞
い�behavior

〉
の
能
力
の
偏
重
と
い
う
要
素
が
挙
げ
ら
れ
る（（1
（

。

　

な
お
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
定
義
（
ピ
ト
キ
ン
も
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
（
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
〈
社
会
的
な
も

の
〉
は
、
①
自
然
的
な
物
事
と
②
社
交
界
で
の
空
虚
な
人
間
関
係
と
に
分
け
ら
れ
る（（1
（

。

　

さ
て
、
ピ
ト
キ
ン
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
に
つ
い
て
、
理
論
に
お
い
て
は
あ
る
種
の
一
般
化
・
抽
象
化
は
や
む
を

え
な
い
と
し
つ
つ
も（（1
（

、
そ
の
概
念
の
不
定
形
さ
と
、
そ
の
肥
大
化
過
程
と
し
て
描
か
れ
る
没
落
史
観
の
救
い
の
な
さ
に
批
判
を
加
え
る（（1
（

。

彼
女
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
を
時
系
列
に
沿
っ
て
辿
り
な
が
ら
、
そ
の
中
か
ら
あ
る
種
の
悲
観
的
・
絶
望
的
な
決
定
論
と
、
人
間
の
自

由
・
自
発
性
の
主
張
と
の
矛
盾
対
立
を
見
て
取
る
。
彼
女
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
つ
い
て
、
弁
証
法
的
に
見
て
多
様
で
未
熟
な
状
態
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る（（1
（

。
つ
ま
り
、「
ブ
ロ
ブ
」
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
理
論
的
に
克
服
す
べ
き
悪
夢
の
よ
う
な
も

の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ピ
ト
キ
ン
の
こ
う
し
た
見
方
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
意
識
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
確
か
に
〈
社
会
的
な
も
の
〉
は

フ
ァ
ジ
ー
な
概
念
で
あ
り
、
そ
の
強
力
さ
を
主
張
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
こ
そ
が

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
間
の
自
発
性
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
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い
う
疑
い
に
も
一
理
あ
る
。
し
か
し
、
ピ
ト
キ
ン
自
身
や
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
区
分
し

て
し
ま
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
暫
定
的
な
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
貫
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
当
て
は
め
て

い
け
ば
、
彼
女
の
思
想
の
形
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
彼
女
の
「
未
熟
さ
」
を
見
つ
け
て
断
罪
し
て
し
ま
う
よ
り
も

生
産
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
ブ
ロ
ブ
」
は
克
服
す
べ
き
幼
年
期
の
悪
夢
で
は
な
く
、
一
日
の
時
間
や
季
節
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
偶
然
地
面
に
で
き
た
木
陰
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
影
を
落
と
し
て
い
る
枝
や
葉
の
配
置
の
方
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

そ
も
そ
も
、『
革
命
に
つ
い
て
』（
初
出
一
九
六
三
年
（
の
悪
名
高
い
第
二
章
「
社
会
問
題
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
政
治
に
お
け
る

嘘
」（
初
出
一
九
七
一
年
（
や
「
身
か
ら
出
た
さ
び
」（
初
出
一
九
七
五
年
（
の
よ
う
な
晩
年
の
著
作
を
見
れ
ば
、「
マ
デ
ィ
ソ
ン
街
」（
商
業
社

会
の
象
徴
（
の
「
イ
メ
ー
ジ
・
メ
イ
カ
ー
」
に
対
す
る
批
判
は
健
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

広
報
マ
ン
の
気
質
で
困
る
の
は
、
意
見
や
「
善
意
」、
購
買
意
欲
、
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
最
小
限
度
で
あ
る
よ
う

な
無
形
物
し
か
相
手
に
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
広
報
マ
ン
の
創
意
工
夫
が
あ
た
か
も
限
り
な
い
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
か
れ
に
は
政
治
家
の
よ
う
な
活
動
の
能
力
、
す
な
わ
ち
、

事
実
を
「
創
造
す
る
」
力
が
欠
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
権
力
に
限
界
を
設
け
想
像
力
を
地
上
に
引
き
戻
す
単
純
な
日
常
的
リ
ア
リ

テ
ィ
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る（（1
（

。

マ
デ
ィ
ソ
ン
街
の
機
能
は
、
商
品
の
流
通
を
助
け
る
こ
と
で
あ
り
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
少
な
く

な
り
、
ま
す
ま
す
多
量
に
消
費
さ
れ
る
商
品
の
ニ
ー
ズ
に
、
ま
す
ま
す
強
い
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す（11
（

。
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し
か
し
こ
う
し
た
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
な
帰
結
よ
り
も
は
る
か
に
決
定
的
な
の
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
街
が
広
報
と
い
う
名
の
も
と
で

採
用
し
て
い
る
戦
術
が
、
私
た
ち
の
政
治
的
な
生
活
に
ま
で
侵
入
し
て
く
る
の
を
許
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
す（1（
（

。

　

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
は
、
繰
り
返
す
が
、
彼
女
の
弁
証
法
的
な
未
熟
さ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
彼

女
な
り
の
ロ
ジ
ッ
ク
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
帰
結
な
の
で
あ
る
。

㈡　
「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」

　

で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
ど
う
区
分
す
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
と
い
う
木
の
枝
葉
の
配
置
が
わ
か
り
や

す
く
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
そ
れ
を
以
下
に
示
そ
う
。

　

私
は
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
と
ピ
ト
キ
ン
の
定
義
を
参
考
に
し
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
拒
絶
す
る
〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
や
は
り
二
要
素
に
分
け

よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」
で
あ
る
。
前
者
は
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
や
ピ
ト
キ
ン
と
同
じ
で
あ
る
。
私
は
こ
の
言
葉

の
中
に
、
人
間
が
自
ら
の
生
ま
れ
や
環
境
を
所
与
で
自
然
な
変
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
す
る
考
え
方（11
（

、
ま
た
、
人
は
そ
う
し
た
現
実
世
界

か
ら
経
験
的
に
何
か
し
ら
の
道
徳
性
を
引
き
出
せ
る
と
す
る
考
え
方
、
と
い
う
意
味
を
込
め
た
。「
目
的
論
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
の

世
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
は
あ
る
ひ
と
つ
の
目
的
＝
終
局�end�
に
向
か
っ
て
い
て
、
そ
の
歩
み
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
す
る
考
え
方
、

と
い
う
意
味
を
込
め
た
。
ま
た
そ
の
中
に
は
、
人
や
物
を
有
用
性�utility�/�N

ützlichkeit�

の
尺
度
で
見
る
、
つ
ま
り
何
か
の
目
的
の
た

め
の
手
段
と
し
て
見
る
考
え
方
も
含
め
た
。
以
上
の
二
つ
の
分
け
方
に
よ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
の
説
明
が
よ
り

包
括
的
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
の
定
義
に
お
け
る
②
「
社
交
界
で
の
空
虚
な
人
間
関
係
」
は
、
私
の
定
義
の
両
方
に
当

て
は
ま
る
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る（11
（

。
こ
の
後
の
記
述
が
そ
れ
を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

生
ま
れ
や
環
境
に
頼
り
切
る
こ
と
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
に
は
、
一
八
・
一
九
世
紀
に
ベ
ル
リ
ン
で
サ
ロ
ン
を
開
い
た
ユ
ダ
ヤ
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人
女
性
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
（
旧
姓
レ
ヴ
ィ
ン
（
に
つ
い
て
研
究
し
た
初
期
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。
生
ま
れ
や
環
境

の
自
然
さ
と
い
う
の
は
、
多
数
派
が
少
数
派
に
押
し
つ
け
る
考
え
方
で
も
あ
る
。

　

こ
の
世
界
に
お
の
が
居
場
所
を
持
つ
人
な
ら
ば
、
自
分
の
人
生
を
「
自
然
の
産
物
」
の
発
展
、
自
分
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
あ

り
よ
う
の
連
続
的
な
発
展
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
世
界
は
も
っ
と
も
広
い
意
味
で
学
校
と
な
り
、
ほ
か
の
人
た

ち
は
そ
こ
で
の
教
育
者
か
、
道
を
誤
ら
せ
る
誘
惑
者
と
な
る
。
た
だ
困
っ
た
こ
と
に
、
純
粋
に
発
展
し
ゆ
く
本
性
と
い
っ
て
も
、
そ

れ
は
穀
物
が
天
候
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
、
運
が
よ
け
れ
ば
の
話
な
の
だ（11
（

。

　

こ
の
考
え
は
、『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
の
「
人
権
の
ア
ポ
リ
ア
」
と
い
う
問
題
提
起（11
（

を
経
て
、『
人
間
の
条
件
』
で
理
論
化
さ
れ
る
。

　

以
前
に
は
家
政
が
排
除
し
て
い
た
活
動
の
可
能
性
を
、
全
て
の
水
準
に
お
い
て
今
度
は
社
会
が
排
除
し
て
い
る
と
い
う
の
は
決
定

的
で
あ
る
。
そ
の
［
活
動
を
排
除
す
る
］
代
わ
り
に
、
社
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
に
或
る
種
の
振
る
舞
い�behavior�

を
要
求
し
、
無

数
の
多
様
な
諸
規
則
を
押
し
付
け
る
。
そ
れ
ら
の
規
則
全
て
は
そ
の
成
員
を
「
標
準
化
」
し
、［
画
一
的
に
］
振
る
舞
わ
せ
、
自
発

的
な
活
動
や
際
立
っ
た
達
成
を
排
除
す
る
傾
向
を
持
つ
。
ル
ソ
ー
と
共
に
、
私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
よ
う
な
要
求
を
上
流
社
会
の
サ
ロ

ン
に
見
る
。
そ
の
因
襲
は
常
に
、
個
人
を
社
会
的
枠
組
み
の
中
で
の
身
分
と
同
等
視
す
る
。
問
題
な
の
は
社
会
的
地
位
と
の
こ
の
同

等
視
で
あ
り
、
そ
の
枠
組
み
が
た
ま
た
ま
一
八
世
紀
の
半
封
建
的
社
会
の
実
際
的
な
身
分
で
あ
る
の
か
、
一
九
世
紀
の
階
級
社
会
に

お
け
る
肩
書
き
で
あ
る
の
か
、
今
日
の
大
衆
社
会
に
お
け
る
単
な
る
機
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い（11
（

。

　

個
人
を
自
然
的
生
ま
れ
に
基
づ
く
地
位
や
身
分
で
世
界
に
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、
彼
女
が
〈
活
動
〉
の
能
力
を
通
し
て
示
さ
れ
る
人
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間
の
尊
厳
を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
上
流
社
会
の
サ
ロ
ン
か
ら
始
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
至
る
ま
で
勢
力
拡
大
を
続
け

て
い
る
、
と
い
う
の
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る
。
な
お
、
ピ
ト
キ
ン
が
定
義
し
た
、
②
「
家
政
」
と
、
③
「
振
る
舞
い
」
は
、
こ
の

意
味
で
や
は
り
「
自
然
主
義
」
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
活
動�action�

の
ド
イ
ツ
語
で
の
同
義
語
に
あ
た
る�H

andeln�

に
は
、「
活
動
＝
行
為
す
る
」
と
い
う
意
味
に
加
え
て
「
商
売

す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
を
母
語
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
が
そ
の
意
味
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
が
、
そ
う
し

た
含
み
は
も
ち
ろ
ん
理
論
的
な
レ
ベ
ル
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
い
わ
く
「
歴
史
的
に
言
っ
て
、〈
制
作
人
〉
の
能
力
と
最
低
限
の
関

わ
り
が
あ
る
最
後
の
公
的
領
域
・
最
後
の
集
会
場
は
、
彼
の
生
産
物
が
陳
列
さ
れ
る
交
換
市
場
で
あ
る（11
（

」。「
公
的
領
域
」
と
い
う
ポ
ジ
テ

ィ
ヴ
な
言
葉
が
出
て
く
る
と
は
い
え
、
彼
女
に
と
っ
て
交
換
市
場
は
そ
の
頽
落
し
た
形
態
で
あ
る
。
資
本
制
と
い
う
手
段
─
目
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
資
本
制
に
批
判
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
女
は
マ
ル
ク
ス
に
賛
成
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

彼
は
、
交
換
さ
れ
え
な
い
、
所
与
の
、
自
然
な
生
命
そ
れ
自
体
と
労
働
力
を
理
想
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
資
本
制
も
マ
ル
ク
ス

主
義
も
「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
問
題
意
識
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
引
用
の
始
め
の
二
文
は
英
語
版
（p.�（（（�/�

二
九
一
頁
（
に
は
な

く
、
な
お
か
つ
〈
権
力�M
acht

〉
と
〈
暴
力�Gew

alt
〉
の
区
別（11
（

と
の
関
連
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
、
彼
女
自
身
に
よ
る
加
筆
修
正
が
あ

る
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
引
用
す
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
誰
も
権
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
絶
対
的
国
家
機
構
の
王
と
官
吏
は
人
民�V

olk�

に
対
し
て
暴
力
を
有
し
て
お

り
、
そ
し
て
こ
の
暴
力
は
、
今
度
は
革
命
に
よ
っ
て
人
民
に
移
さ
れ
た
と
い
え
る
。［
フ
ラ
ン
ス
の
］
人
民
、
す
な
わ
ち
革
命
の
意

味
に
お
け
る� le peuple�

は
、
組
織
さ
れ
て
も
い
な
け
れ
ば
、
構
成
さ
れ
て�konstituiert�

も
い
な
か
っ
た
。
旧
世
界
に
お
い
て
し

っ
か
り
と
組
織
さ
れ
た
団
体�K

örperschaft�

に
常
に
あ
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
帝
国
議
会
や
連
邦
議
会
、
領
邦
議
会
は
、
相
続
さ
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れ
た
生
ま
れ
の
特
権
や
職
業
特
権
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
は
、
公
的
な
関
心�Interesse�

が
君
主
に
任
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る

一
方
で
、
特
定
の
、
純
粋
に
私
的
な
諸
利
害
が
代
表
さ
れ
て
い
た
［
…
（
11
（

］。

　

つ
ま
り
、
限
ら
れ
た
人
間
た
ち
の
自
然
的
な
特
権
と
私
的
利
害
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
集
団
に
は
、〈
権
力
〉
を
具
え
た
政
治
的
連

帯
は
あ
り
え
ず
、
彼
ら
が
他
の
人
々
を
支
配
す
る
と
い
う
基
本
構
造
は
、
暴
力
的
政
権
奪
取
（
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
、
誤
解
さ
れ
た
一
般
的
な

意
味
で
の
「
革
命
」（
に
よ
っ
て
は
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
が
、
社
会

の
中
で
の
欲
望
や
私
的
利
害
か
ら
何
ら
か
の
道
徳
性
が
引
き
出
せ
る
と
考
え
て
い
た
と
は
い
え
な
い（11
（

。

　

ア
ー
レ
ン
ト
が
上
流
社
会
の
サ
ロ
ン
に
批
判
的
な
理
由
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
は
他
人
を
成
り
上
が
る
た
め
の
手
段
扱
い
す
る
か
ら

で
も
あ
る
。「
文
化
の
危
機
」（
初
出
一
九
六
〇
年
（
で
の
議
論
を
見
て
み
よ
う
。『
過
去
と
未
来
の
間
』
に
収
め
ら
れ
た
こ
の
論
稿
は
〈
判

断
力
〉
論
と
し
て
も
重
要
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
彼
女
の
「
俗
物
主
義
」
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
貴
族
に
代
わ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で

擡
頭
し
て
き
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
、
芸
術
家
か
ら
の
反
抗
に
遭
い
な
が
ら
も
彼
ら
と
そ
の
作
品
を
あ
り
が
た
が
る
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。

社
会
は
、
社
会
的
地
位
や
身
分
と
い
っ
た
社
会
自
身
の
目
的
に
照
ら
し
て
「
文
化
」
を
独
占
し
始
め
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
中
産
階
級
が
社
会
的
に
低
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
事
情
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
。
中
産
階
級
は
必
要
な
富
や
余
暇
を
手
に
す

る
や
、
貴
族
社
会
お
よ
び
貴
族
が
純
然
た
る
金
儲
け
の
低
俗
さ
に
示
し
た
蔑
視
に
対
し
て
、
困
難
な
闘
い
に
た
ず
さ
わ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
社
会
的
地
位
を
め
ぐ
る
こ
の
闘
争
に
あ
っ
て
、
文
化
は
た
と
え
最
適
で
は
な
い
に
し
て
も
一
つ
の
武
器
と
し
て
の
と
て
つ
も

な
い
役
割
を
演
じ
始
め
た
。
つ
ま
り
、
中
産
階
級
が
、
生
の
現
実
が
そ
こ
に
あ
る
と
さ
れ
る
低
次
の
領
域
か
ら
、
美
と
精
神
が
宿
る

と
さ
れ
る
高
次
の
非
現
実
的
な
領
域
へ
と
社
会
的
に
上
昇
し
、「
教
養
を
つ
む�educate�oneself

」
た
め
の
武
器
と
し
て
、
で
あ
る（1（
（

。
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問
題
の
核
心
は
、
過
去
の
不
滅
の
作
品
は
、
社
会
や
個
人
の
洗
練
や
そ
れ
に
見
合
っ
た
地
位
の
対
象
に
さ
れ
る
や
否
や
、
そ
の
最
も

重
要
で
基
本
的
な
特
質
、
つ
ま
り
世
紀
を
超
え
て
読
者
や
観
客�spectator�

の
心
を
つ
か
み
、
そ
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
と
い
う
特
質
を

失
っ
て
し
ま
う
点
に
あ
る（11
（

。

教
養
俗
物�educated�philistine�

が
困
る
の
は
、
か
れ
ら
が
古
典
を
読
む
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
完
成
と
い
う
別
の
動
機
に
促
さ

れ
て
そ
れ
を
読
む
か
ら
で
あ
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
に
し
ろ
、
教
養
を
つ
む
こ
と
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
な
事
柄

を
か
れ
ら
に
告
げ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
ま
っ
た
く
無
頓
着
だ
と
い
う
点
で
あ
る（11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
〈
有
用
性
〉
に
根
ざ
し
た
物
事
の
見
方
は
、「
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
」
が
言
う
と
こ
ろ
の
制
作
人

βάναυσος

の
精
神
で
あ
っ
た
。「
俗
物
で
あ
る
こ
と
、
バ
ナ
ウ
ソ
ス
的
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
と
同
様
当
時
に
あ
っ
て
も
、

き
わ
め
て
功
利
主
義
的
な
心
性
、
つ
ま
り
、
事
物
を
そ
の
機
能
や
効
用
か
ら
切
り
離
し
て
思
考
し
判
断
す
る
能
力
の
欠
如
を
指
し
示
し
て

い
た（11
（

」。
こ
う
し
た
道
具
的
理
性
は
、
私
が
区
分
し
た
〈
社
会
的
な
も
の
〉
の
う
ち
、「
目
的
論
」
に
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
に
、
有
用
性
的
＝
功
利
主
義
的�utilitarian�

な
道
具
的
理
性
と
「
目
的
論
」
と
の
二
つ
を
同
一
視
す
る
の
は
、
奇
妙
な
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
二
つ
は
同
じ
で
あ
る
。
制
作
人�hom

o�faber�

の
精
神
が
説
明
さ
れ
る
『
人
間
の
条
件
』
の
一
節

で
、
彼
女
は
こ
う
述
べ
る
。
長
い
が
引
用
す
る
。

　
〈
制
作
人
〉
の
人
間
中
心
的
功
利
主
義
の
最
大
の
表
現
は
カ
ン
ト
の
定
式
で
あ
る
。
そ
の
定
式
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
人
間
も
目

的
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
間
が
目
的
自
体
で
あ
る
。［
…
］〈
制
作
人
〉
が
社
会
の
標
準
を
支
配
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
必
ず
見
ら
れ
る
常
識
的
な
紋
切
り
型
か
ら
近
代
初
期
の
哲
学
を
完
全
に
解
放
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
だ
け
で
あ
る
。
そ
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の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
が
当
時
の
功
利
主
義
の
教
義
を
定
式
化
し
た
り
概
念
化
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
反
対
に
な
に
よ
り
も
ま

ず
、
手
段
─
目
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
追
い
や
り
、
そ
れ
が
政
治
的
活
動
の
分
野
で
使
わ
れ
る
の
を
阻
止
し

よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
彼
の
定
式
は
、「
使
用
の
た
め
」
で
は
な
い
唯
一
の
対
象
物
で
あ
る
芸
術
作
品
に
対

す
る
人
間
の
態
度
に
つ
い
て
の
彼
の
有
名
か
つ
本
来
的
に
逆
説
的
で
も
あ
る
解
釈
と
同
様
、
そ
の
起
源
が
功
利
主
義
的
思
考
に
あ
る

こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
尤
も
そ
の
解
釈
に
お
い
て
彼
は
、
私
た
ち
は
［
美
に
よ
っ
て
］「
関
心
な
き
満
足
」
を
得
る
と
言
っ
た
の

で
あ
る
が
。
人
間
を
「
最
高
目
的
」
に
置
く
こ
の
操
作
は
、
人
間
に
「
で
き
る
か
ぎ
り
全
自
然
を
そ
れ
［
最
高
目
的
］
に
服
従
さ
せ

る
こ
と
」
を
、
つ
ま
り
、
自
然
と
世
界
か
ら
そ
の
独
立
し
た
尊
厳
を
奪
い
、
単
な
る
手
段
に
貶
め
る
こ
と
を
許
す
。
カ
ン
ト
で
さ
え
、

逆
説
的
な
「
目
的
自
体
」
に
立
ち
向
か
う
こ
と
な
し
に
は
、
こ
の
難
問
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
意
味
の
問
題
に
つ
い
て
の

〈
制
作
人
〉
の
盲
目
に
光
を
も
た
ら
す�enlighten�

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
難
問
は
次
の
よ
う
な
事
実
の
う
ち
に
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
手
段
性�instrum

entality�
を
も
つ
制
作
だ
け
が
世
界
を
形
成
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
同
じ
世
界
が
使
い

果
た
さ
れ
た
材
料
と
同
様
、
つ
ま
り
さ
ら
な
る
目
的
の
た
め
の
単
な
る
手
段
と
同
様
、
無
価
値
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う

─
も
し
、

世
界
が
し
つ
つ
あ
る
際
に
支
配
的
だ
っ
た
の
と
同
じ
標
準
が
、
世
界
の
樹
立
後
も
君
臨
し
て
よ
い
と
さ
れ
る
の
だ
と
し
た
ら

─
そ

の
よ
う
な
事
実
の
う
ち
に
、
こ
の
難
問
が
あ
る（11
（

。

　

人
間
の
〈
制
作
〉
の
能
力
に
は
、
は
か
な
い
〈
活
動
〉
を
形
に
し
て
残
し
、〈
世
界
〉
を
形
成
す
る
と
い
う
重
要
な
機
能
が
あ
る
。
し

か
し
同
時
に
、
そ
う
し
た
〈
制
作
〉
の
能
力
だ
け
で
な
く
没
利
害
的
な
〈
活
動
〉
そ
の
も
の
も
な
け
れ
ば
〈
世
界
〉
は
安
定
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
〈
制
作
〉
の
能
力
そ
れ
自
体
は
、
甲
は
乙
の
完
成
の
た
め
に
、
完
成
し
た
乙
は
丙
の
完
成
の
た
め
に
、
完
成
し
た
丙
は
丁
の
完
成

の
た
め
に
…
…
と
際
限
な
く
続
く
「
功
利
主
義
的
な
」〈
手
段
─
目
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
〉
に
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
引
用
し
た
の
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
〈
制
作
〉
の
能
力
に
そ
う
し
た
但
し
書
き
を
添
え
る
箇
所
で
あ
る
。
引
用
か
ら
は
、
彼
女
の
カ
ン
ト
に
対
す
る
限
定
的
な
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評
価
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
文
脈
で
は
彼
女
は
、
他
者
を
目
的
自
体
と
し
て
扱
え
と
い
う
道
徳
論（11
（

を
も
、
さ
ら
に
は
「（
あ
ら
ゆ
る
（
関
心

な
き
満
足�das�W

ohlgefahllen�ohne�alles�Interesse

」
と
い
う
『
第
三
批
判
』
で
の
カ
ン
ト
の
概
念
（
後
述
（
を
も
、
次
の
目
的
論

と
一
括
り
に
す
る
。
こ
こ
で
彼
女
は
「
人
間
は
で
き
る
か
ぎ
り
、
全
自
然
を
最
高
目
的
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る（11
（

」
と
い
う
『
第
三

批
判
』
後
篇
の
議
論
に
納
得
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
カ
ン
ト
の
目
的
論
は
有
用
性
中
心
の
「
功
利
主
義
的
思
考
」
に
起
源

を
持
っ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
物
の
考
え
方
は
、
カ
ン
ト
以
上
に
カ
ン
ト
的
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。『
第
三
批
判
』
か
ら

の
直
前
の
引
用
に
続
い
て
、
カ
ン
ト
は
「［
人
間
は
］
少
な
く
と
も
最
高
目
的
に
背
い
て
自
然
の
ど
の
よ
う
な
影
響
に
も
服
従
し
て
振
舞

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
経
験
か
ら
得
ら
れ
る
熟
練
や
、
幸
福
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
自
己
愛
か
ら
は
、
道
徳

法
則
は
導
き
出
さ
れ
な
い（11
（

。
彼
に
よ
る
叡
智
界�m
undus�intelligibilis�

と
感
性
界�m

undus�sensibillis�

の
区
別
も
、
こ
の
考
え
と
つ

な
が
っ
て
い
る（11
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
は
同
じ
見
方
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
る
。
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ

の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な
ら
、
彼
女
の
著
作
は
「
思
考
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
『
訓
練
』
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
」、「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ

ク
な
衰
亡
史
と
見
て
は
な
ら
な
い（11
（

」。
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
シ
ュ
ク
ラ
ー
が
「
ア
ー
レ
ン
ト
氏
は
き
わ
め
て
意
図
的
に
、
過
去
へ
の
思
弁
の
旅

を
カ
ン
ト
を
以
て
終
え
た（1（
（

」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
後
づ
け
の
よ
う
に
自
身
の
来
歴
を
カ
ン
ト
的
に
位
置
づ
け
直
し
て

き
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
マ
ー
ヒ
ャ
ル
ト
は
、
そ
の
悲
観
的
な
全
体
主
義
論
と
は
対
照
的
な
、
彼
女
の
楽
観
的
に
も
見

え
る
〈
出
生�natality�/�N

atalität

〉
の
概
念
、
つ
ま
り
新
し
く
活
動
を
始
め
る
と
い
う
人
間
の
能
力
の
説
明
に
つ
い
て
、「
擬
似
超
越

論
的�quasi-tranzendental

」
と
呼
ん
で
い
る（11
（

。
人
間
の
政
治
的
生
の
「
超
越
論
的
な
」
条
件
を
探
っ
た
と
い
う
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ト

は
少
な
く
と
も
経
験
を
扱
う
歴
史
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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二　
〈
思
考
〉
か
ら
〈
判
断
力
〉
へ
の
移
行

　

前
章
で
私
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
を
、「
自
然
主
義
と
目
的
論
へ
の
反
発
」
と
し
て
説
明
づ
け
、
そ
の
一
貫
性

を
示
し
た
。
そ
し
て
、
彼
女
自
身
も
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
的
だ
と
も
述
べ
た
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
的
だ
と
言
う
だ
け

で
は
、
個
と
普
遍
の
問
題
へ
の
応
答
と
し
て
、
彼
女
が
〈
判
断
力
〉
に
、
さ
ら
に
は
〈
構
想
力
〉
に
独
特
な
着
目
を
し
た
こ
と
を
見
落
と

す
こ
と
に
な
る
。
私
は
そ
の
過
程
を
整
理
す
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
彼
女
が
〈
思
考
〉
を
あ
る
意
味
で
見
限
り
、
カ
ン
ト
『
第
三
批
判
』

に
、
す
な
わ
ち
〈
判
断
力
〉
に
着
目
す
る
に
至
る
ま
で
を
描
く
。

　
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
か
ら
議
論
を
始
め
て
お
き
な
が
ら
、〈
構
想
力
〉
論
に
至
る
ま
で
の
後
期
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
を
以
後
二
章
に

わ
た
っ
て
扱
う
こ
と
は
、
奇
妙
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
と
後
期
思
想
の
両
者
と
も
、

「
自
然
主
義
」「
目
的
論
」
批
判
と
い
う
基
本
姿
勢
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
応
用
例
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
ほ
し
い
。
彼
女
の
後
期
思
想
が

い
か
な
る
点
で
「
自
然
主
義
」「
目
的
論
」
批
判
で
あ
る
か
を
こ
れ
か
ら
論
じ
る
こ
と
で
、
私
は
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
と
後
期
思
想

と
の
間
接
的
な
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

㈠　
〈
一
者
の
中
の
二
者
〉
の
弱
さ

　

私
は
こ
れ
か
ら
、
後
期
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
と
し
て
、
主
に
「
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
の
諸
考
察
」、『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、『
精

神
の
生
』
を
参
照
す
る
。
一
番
目
は
一
九
六
五
─
六
六
年
の
講
義
録
で
、
二
〇
〇
三
年
に
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
コ
ー
ン
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た

『
責
任
と
判
断
』
に
収
録
さ
れ
た
。
二
番
目
は
一
九
七
〇
年
の
講
義
録
で
、
一
九
八
二
年
に
ロ
ナ
ル
ド
・
ビ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、

出
版
さ
れ
た
。
三
番
目
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
書
き
下
ろ
し
」
で
あ
り
、
彼
女
の
死
か
ら
ほ
ぼ
三
年
後
の
一
九
七
八
年
に
メ
ア
リ
ー
・
マ
ッ
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カ
ー
シ
ー
ら
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
出
版
さ
れ
た
。

　
『
人
間
の
条
件
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
終
え
た
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
そ
の
中
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
〈
思
考�

thinking
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
よ
う
に
な
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
の
親
衛
隊
に
所
属
す
る
軍
人
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
送
に
関
わ
っ
た
ア
ド
ル

フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
対
す
る
裁
判
を
一
九
六
一
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
で
傍
聴
し
た
経
験
が
、
彼
女
を
そ
う
し
た
探
究
へ
と
向
か
わ
せ
た
こ
と

は
有
名
で
あ
る（11
（

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
女
の
論
じ
る
〈
思
考
〉
と
は
、
日
常
的
に
い
わ
れ
る
よ
り
も
狭
い
、
道
徳
的
な
意
味
を
持
た
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
〈
一
者
の
中
の
二
者�the�tw
o-in-one

〉
と
い
う
考
え
と
関
係
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間
が
心
の
中
の
自

分
自
身
と
矛
盾
し
な
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る（11
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
が
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
け
る
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
発
言
「
不
正
を
行
な
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
不
正
を
受
け
る
ほ
う
を
選
び
た
い（11
（

」
と
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
「
自
分
の
格
率
が

普
遍
的
法
則
と
な
る
べ
き
こ
と
を
、
自
分
で
も
意
欲
で
き
る
、
と
い
う
以
外
の
仕
方
で
、
私
は
決
し
て
行
為
す
る
べ
き
で
な
い（11
（

」
の
二
つ

で
あ
る
。
以
下
の
引
用
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
両
者
を
並
列
さ
せ
て
い
る
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
思
考
を
支
配
す
る
唯
一
の
規
則
で
あ
る
一
貫
性
の
規
則
（『
判
断
力
批
判
』
の
中
で
カ
ン
ト
は
そ
う
呼
ん
で
い
ま
す
（
を
、

あ
る
い
は
、
後
に
無
矛
盾
性
の
公
理
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
を
発
見
し
ま
し
た
。
こ
の
公
理
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て

「
倫
理
的
」（
私
は
一
人
で
あ
る
け
れ
ど
、
私
自
身
と
の
調
和
を
失
う
、
つ
ま
り
自
己
矛
盾
す
る
よ
り
は
、
多
数
の
人
々
と
不
和
で
あ
る
方
が
ま
だ
ま

し
だ
（
で
あ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
「
論
理
的
」（「
無
意
味
な
こ
と
を
語
っ
た
り
、
考
え
た
り
す
る
な
」（
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
よ
っ
て
思
考
の
第
一
原
理
と
な
り
ま
し
た

─
た
だ
し
そ
れ
は
思
考
の
み
の
原
理
と
い
う
こ
と
で
す
が
。
し
か
し
カ
ン
ト

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
道
徳
的
教
理
全
体
が
事
実
上
こ
れ
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
彼
と
共
に
一
貫
性
が
再
び
倫
理
学
の
一

部
に
な
り
ま
し
た
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
も
ま
た
、
一
つ
の
思
考
過
程
を
基
盤
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
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「
汝
の
行
為
の
格
率
が
、
一
つ
の
一
般
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
汝
が
欲
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。［
…
］

こ
こ
で
も
ま
た
、
思
考
と
行
為
の
双
方
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
同
じ
一
般
的
規
則
で
す
：
自
分
自
身
と
矛
盾
す
る
な
か
れ
［
…
（
11
（

］。

　

こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、「
悪
」
と
は
そ
う
し
た
調
和
か
ら
の
単
な
る
逸
脱
で
あ
っ
た（11
（

。
な
お
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
他
の
と
こ
ろ
で
、
カ

ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
序
言
で
席
を
空
け
て
お
い
た
「
信
仰
」
と
は
思
考
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
読
み
替
え
ま
で
行

な
っ
て
い
る（11
（

。

　

し
か
し
、
彼
女
は
こ
う
し
た
考
え
よ
り
さ
ら
に
先
を
行
く
。「
道
徳
性
と
は
、
個
人
を
そ
の
単
独
性
［singularity

］
に
お
い
て
み
る

視
点
で
」
あ
り
、「
自
己
を
道
徳
的
な
ふ
る
ま
い
の
究
極
の
基
準
と
す
る
の
は
」、
彼
女
に
よ
る
と
「
い
わ
ば
危
機
に
お
け
る
緊
急
の
措
置

に
す
ぎ
な
い（11
（

」。『
共
和
国
の
危
機
』
に
お
け
る
市
民
的
不
服
従
論
に
お
い
て
も
彼
女
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
と
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
（
の
「
良

心
」
の
単
独
性
と
弱
さ
を
論
じ
て
い
る（1（
（

。
そ
し
て
彼
女
に
よ
れ
ば
、
も
う
一
人
の
「
自
己
」（
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
や
定
言
命
法
（
カ
ン
ト
（
が

体
現
し
定
め
て
い
る
道
徳
法
則
も
ま
た
、
人
定
法
と
同
様
に
、
手
摺
り
と
す
る
に
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
の
こ
と
［
道
徳
的
な
規
則
や
基
準
］
を
示
す
た
め
に
、
ラ
テ
ン
語
に
起
源
を
持
つ
道
徳
性�m

orality�

と
い

う
語
と
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
起
源
を
持
つ
倫
理�ethics�
と
い
う
語
を
使
っ
て
き
ま
し
た
が
、
道
徳
が
い
ず
れ
に
し
て
も
、
た
ん
な
る

慣
例
や
習
慣
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
は
、
な
ん
と
も
奇
妙
で
、
恐
ろ
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か（11
（

。

　

そ
れ
も
ま
た
、
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
の
よ
う
に
簡
単
に
変
わ
っ
て
い
く
習
慣
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る（11
（

。
も
ち
ろ
ん
彼
女
は
、
二
〇
世
紀
に

お
け
る
全
体
主
義
の
「
経
験
」
を
根
拠
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
彼
女
の
「
自
然
主
義
」
批
判
が
根
づ
い
て
い
る
。「
で
あ
る
」
か
ら

「
べ
し
」
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
定
言
命
法
を
こ
の
よ
う
に
歴
史
的
経
験
へ
と
降
格
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
彼
女
の
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カ
ン
ト
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る（11
（

。
と
は
い
え
、
彼
女
は
「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」
と
「
幸
福
で
あ
る
こ
と
」
と
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
に
絶

望
し
て
い
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
〈
判
断
力
〉
論
お
よ
び
〈
構
想
力
〉
論
は
前
向
き
な
回
答
で
あ
る
。

㈡　

カ
ン
ト
『
第
三
批
判
』
へ
の
着
目

　

さ
て
、〈
思
考
〉
が
明
ら
か
に
す
る
道
徳
性
の
弱
さ
に
限
界
を
見
た
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
『
判
断

力
批
判
』
に
依
拠
し
な
が
ら
人
間
の
〈
判
断
力
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
よ
う
に
な
る（11
（

。〈
思
考
〉
か
ら
〈
判
断
力
〉
へ
の
移
行
で
あ
る
。

な
お
、
人
間
の
〈
意
志
〉
の
能
力
も
ま
た
、
彼
女
の
道
徳
論
に
お
い
て
は
最
終
的
に
斥
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
に
よ
れ
ば
意
志
と

は
他
の
諸
意
志
に
対
す
る
命
令
で
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
し
い
座
を
め
ぐ
る
諸
意
志
の
競
い
合
い
が
伴
う
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
最
終
的
に

は
心
の
中
で
の
統
一
性
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
後
述
す
る
〈
複
数
性
〉
は
な
い
か
ら
で
あ
る（11
（

。

　

判
断
力
へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
着
目
は
、『
カ
ン
ト
講
義
』
が
最
も
具
体
的
だ
が
、
他
に
も
「
道
徳
哲
学
」、『
精
神
の
生
』、
さ
ら
に
、

『
過
去
と
未
来
の
間
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
文
化
の
危
機
」、「
真
理
と
政
治
」（
初
出
一
九
六
七
年
（
で
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

彼
女
の
〈
判
断
力
〉
論
は
、
カ
ン
ト
『
第
三
批
判
』
の
用
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
反
省
的
判
断
力�reflektive�U

rteilskraft

」
の
う

ち
の
「
美
的
判
断
力�ästhetische�U

rteilskraft
」、「
主
観
的
な
合
目
的
性�subjektive�Zw

eckm
äßigkeit

」、「
関
心
な
き
満
足�das�

W
ohlgefahllen�ohne�Interesse

」、
そ
し
て
「
共
通
感
覚�Gem

einsinn

」
に
焦
点
を
当
て
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（11
（

。

　

カ
ン
ト
の
用
語
に
つ
い
て
ま
と
め
て
説
明
す
る
。「
反
省
的
」
と
は
、「
規
定
的�bestim

m
ende

」
と
は
反
対
に
、
特
殊
的
な
も
の
か

ら
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
す
方
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（zw

eite�Einleitung,�IV
-

（、
そ
れ
は
さ
ら
に
「
美
的
」／
「
目
的
論
的�

teleologische

」
判
断
力
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
形
式
的
・
主
観
的
合
目
的
性
を
快
・
不
快
の
感
情
に
よ
っ
て
判
定
す
る
能
力
で

あ
り
、
後
者
は
、
自
然
の
実
在
的
・
客
観
的
合
目
的
性
を
悟
性
と
理
性
に
よ
っ
て
判
定
す
る
能
力
だ
と
さ
れ
る
（zw

eite�Einleitung,�

V
III-

（。
後
述
す
る
理
由
に
よ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
前
者
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
そ
の
「
主
観
的
合
目
的
性
」
と
は
、「
有
用
性
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N
ützlichkeit

」
と
も
「
完
全
性�V

ollkom
m
enheit

」
と
も
異
な
る
性
質
と
さ
れ
る
。
有
用
性
と
し
て
説
明
さ
れ
る
合
目
的
性
は
、
主

観
に
で
は
な
く
、（
釘
を
打
つ
た
め
の

0

0

0

ハ
ン
マ
ー
の
よ
う
な
（
対
象
の
方
に
属
す
る
。
完
全
性
と
し
て
説
明
さ
れ
る
合
目
的
性
は
、
個
々
人
の

特
性
に
関
係
な
く
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
と
異
な
り
、
美
が
感
じ
さ
せ
る
「
主
観
的
合
目
的
性
」
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々
人

の
主
観
的
な
趣
味�Geschm

ack�

か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
（

§（（-

（。「
関
心
な
き
満
足
」
は
、
動
物
に
も
当
て
は
ま
る
「
快
適
な
も
の�

das�A
ngenehm

e
」
へ
の
低
級
な
関
心
と
も
、
理
性
的
存
在
者
一
般
に
当
て
は
ま
る
「
善
い
も
の�das�Gute

」
へ
の
高
級
な
関
心
と
も

関
係
の
な
い
快
・
不
快
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
満
足
の
こ
と
で
あ
る
（

§（-

（。
つ
ま
り
美
は
、
有
用
性
と
も
、
感
覚
的
な
快
楽
と
も
、

道
徳
と
も
関
係
を
持
た
ず
に
主
観
が
感
じ
取
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
主
観
は
特
殊
な
満
足
を
覚
え
る
。
こ
の
際
に
行
使
さ
れ
る

趣
味
判
断
は
、
万
人
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
る
は
ず
だ
と
、
そ
の
満
足
の
普
遍
的
な
伝
達
可
能
性
を
「
無
理
に
要
求
す
る�ansinnen

」

（

§（,（

（。
そ
の
原
理
で
あ
る
「
共
通
感
覚
」
は
、
主
観
的
で
あ
り
な
が
ら
も
普
遍
妥
当
的
に
、
そ
れ
も
常
識�sensus�com

m
unis�

と
は

異
な
り
、
具
体
的
な
概
念
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
規
定
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
る
（

§（0-

（。
こ
う
い
っ
た
カ
ン
ト
の
用
語
を
扱
う
に
あ

た
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
カ
ン
ト
講
義
』
の
全
一
三
講
の
う
ち
明
ら
か
に
独
自
の
カ
ン
ト
解
釈
が
表
さ
れ
る
第
一
〇
講
義
ま
で
は
、

独
自
性
を
打
ち
出
そ
う
と
は
し
な
い
。

三　
〈
判
断
力
〉
か
ら
〈
範
例
〉・〈
構
想
力
〉
へ
の
移
行

　

前
章
で
は
〈
思
考
〉
か
ら
〈
判
断
力
〉
へ
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
関
心
の
移
行
を
描
い
た
。
私
な
り
に
ま
と
め
る
な
ら
、
彼
女
の
結
論
は
こ

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
の
中
の
も
う
ひ
と
り
の
自
己
と
矛
盾
せ
ず
に
生
き
よ
と
い
う
道
徳
律
は
、「
自
然
主
義
」
や
「
目
的
論
」
に

陥
ら
な
い
た
め
の
政
治
的
生
の
主
張
と
し
て
は
信
用
な
ら
な
い
、
と
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
政
治
的
生
の
主
張
が
上
の
課
題
を
ク
リ
ア
で

き
る
か
。
彼
女
の
晩
年
の
思
想
は
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
私
は
本
章
に
お
い
て
、
彼
女
の
三
つ
の
著
作
と
遺
稿
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「
真
理
と
政
治
」『
カ
ン
ト
講
義
』『
精
神
の
生
活
』
を
扱
う
。
そ
こ
で
、
彼
女
が
〈
判
断
力
〉
論
の
焦
点
を
さ
ら
に
絞
り
、〈
範
例
〉・〈
構

想
力
〉
に
着
目
す
る
ま
で
の
過
程
を
描
く
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
判
断
力
〉
論
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
が（11
（

、
そ
の
発
展
形
で
あ
る
〈
範

例
〉・〈
構
想
力
〉
論
は
前
者
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る（11
（

。
し
か
し
私
は
、
後
者
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
。

㈠　

見
晴
ら
し
の
よ
く
な
い
複
数
の
席

─
「
真
理
と
政
治
」

　

さ
て
、
既
述
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
の
『
第
三
批
判
』
に
依
拠
し
て
人
間
の
〈
判
断
力
〉
に
着
目
し
た
。
そ
の
バ
ッ
ク
ボ

ー
ン
と
し
て
、
自
然
と
い
う
ケ
イ
オ
ス
に
も
目
的
論
に
も
頼
ら
ず
、
さ
ら
に
は
そ
の
一
時
的
解
決
策
と
し
て
の
「
自
己
矛
盾
の
回
避
」
と

い
う
孤
独
な
道
徳
論
に
も
頼
ら
な
い
人
間
像
を
見
つ
け
た
い
、
と
い
う
彼
女
の
方
針
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
彼
女
は
、
心
の
中
で
他
者
に
同

意
を
求
め
る
だ
け
の
判
断
力
に
も
、
説
得
力
の
弱
さ
を
見
る
。
こ
こ
で
は
「
真
理
と
政
治
」
の
考
察
を
通
し
て
、
彼
女
が
〈
判
断
力
〉
論

を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
〈
構
想
力
〉
論
に
到
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
「
真
理
と
政
治
」
に
よ
る
と
、
意
見�opinion�/�M

einung�

と
真
理
は
対
立
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
真
理
は

当
初
、
理
性
真
理�ratioal�truth�/�V

ernunftw
ahrheit�

の
こ
と
だ
け
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
れ
は
数
学
的
な
真
理
で
あ
り
、
有
無
を

言
わ
せ
な
い
強
制
力
を
持
つ
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ト
は
も
う
ひ
と
つ
の
「
真
理
」
を
そ
こ
か
ら
区
別
す
る
。
そ
れ
が
、
彼
女
の
言
う
事
実

真
理�factual�truth�/�T

atsachenw
ahrheit�

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
一
九
一
四
年
八
月
四
日
の
夜
、
ド
イ
ツ
軍
が
ベ
ル
ギ
ー
国
境
に
侵

入
し
た
」
と
い
っ
た
よ
う
な
歴
史
的
な
事
実
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
理
性
真
理
」、「
事
実
真
理
」、「
意
見
」、
三
つ
の
関
係
が

話
題
に
な
っ
て
い
る（11
（

。
一
番
目
が
最
も
少
数
者
向
け
で
あ
り
、
三
番
目
が
最
も
多
数
者
向
け
で
あ
る
。
意
見
形
成
は
「
哲
学
的
思
考
」
と

は
区
別
さ
れ
た
「
政
治
的
」
思
考
で
あ
り
、
判
断
力
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
加
筆
修
正
を
し
た
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
意
見
形
成
と

哲
学
的
思
考
の
違
い
が
よ
り
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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全
て
の
哲
学
的
思
考
、
そ
れ
は
、
人
が
明
確
な
意
味
で
自
分
自
身
と
い
る
よ
う
な
孤
独�Einsam

keit

、
ゆ
え
に
本
来
的
に
は
二
人

ぼ
っ
ち�Zw

eisam
keit�

と
い
う
べ
き
か
、
そ
の
中
で
行
な
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
意
見
形
成
の
過
程
は
、
そ
れ
が

他
者
と
の
考
え
の
交
換
の
中
で
は
ま
っ
た
く
行
な
わ
れ
な
い
限
り
で
は
、
表
象
さ
れ
た
そ
の
現
前
、
人
が
そ
の
立
場
に
つ
い
て
思
考

す
る
と
こ
ろ
の
人
々
の
現
前
に
、
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
哲
学
的
な
思
考
は
、
そ
の
対
象
へ
突
き
進
ん
で
い
く
た
め
に
も
、
互
い

に
の
世
界�die�W

elt�des�M
iteinander�

か
ら
明
確
に
離
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
［
意
見
形
成
の
過
程
］
は
世
界
の
思
考
の
ま
ま

で
あ
り
、
従
っ
て
共
通
感
覚
と
結
び
付
い
て
い
る
。
共
通
感
覚
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
立
場
に
つ
い
て
思
考
す
る
の
を
可
能
に
す
る
。

そ
し
て
こ
の
共
通
感
覚
を
行
使
す
る
唯
一
の
条
件
と
は
、
例
の
関
心
な
し
で
い
る
こ
と
、
私
た
ち
が
カ
ン
ト
の
「
関
心
な
き
満
足
」

と
し
て
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
私
的
関
心
や
党
派
的
関
心
へ
の
執
着
か
ら
の
解
放
、
で
あ
る（1（
（

。

　

上
述
し
た
、〈
思
考
〉
か
ら
〈
判
断
〉
へ
の
移
行
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う（11
（

。
意
見
を
持
つ
こ
と
と
は
判
断
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る（11
（

。
こ

の
「
意
見
と
い
う
も
の
は
け
っ
し
て
自
明
で
は
な
い
」
も
の
の
、

こ
の
過
程

─
つ
ま
り
、
或
る
特
殊
な
問
題
が
開
か
れ
た
場
に
引
き
出
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
ま
た
可
能
な
か
ぎ
り
す
べ
て
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
示
さ
れ
、
結
局
、
人
間
の
理
解
力
の
全
き
光
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
透
明
な
も
の
に
さ
れ
る
過
程

─

と
比
べ
る
な
ら
ば
、
真
理
の
言
明
は
独
特
の
不
透
明
さ
を
も
つ（11
（

。

　
「
理
性
真
理
は
悟
性
の
思
考
を
触
発
し
指
導
す
る
。
事
実
真
理
は
意
見
形
成
に
対
象
を
定
め
、
制
限
を
課
す（11
（

」。
と
は
い
え
、「
理
性
の

真
理
と
事
実
の
真
理
は
い
ず
れ
も

─
曖
昧
な
と
こ
ろ
は
な
い
が

─
透
明
で
な
い
。
光
を
あ
て
る
必
要
が
な
い
の
が
光
の
本
性
で
あ
る

よ
う
に
、
理
性
の
真
理
と
事
実
の
真
理
は
そ
の
本
性
上
さ
ら
な
る
解
明
を
拒
む
の
で
あ
る（11
（

」。
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さ
ら
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
実
は
「
事
実
の
真
理
は
意
見
と
同
じ
く
少
し
も
自
明
で
は
な
い（11
（

」。
事
実
の
偶
然
性
は
、
哲
学
者

と
政
治
家
を
い
ら
立
た
せ
る
。
哲
学
者
は
、
他
の
よ
う
で
も
あ
り
え
た
偶
然
的
な
事
実
を
、
別
様
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
必
然
的
な
事
実

で
あ
る
か
の
よ
う
に
歪
曲
す
る
こ
と
を
好
ん
で
き
た
と
い
う
の
だ
。
ド
イ
ツ
語
版
「
真
理
と
政
治
」
で
彼
女
は
こ
う
書
く
。

全
て
の
事
実
に
内
在
す
る
「
他
の
よ
う
で
も
あ
り
え
た
」
を
、
以
下
の
よ
う
に
し
て
消
去
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
常
に
重
要
な
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
に
事
実
的
な
も
の
の
彼
方
へ
と
出
来
事
の
順
序
を
方
向
付
け
、
意
味
を
付
与
す
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な

「
高
次
の
」
必
然
性
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
あ
る
。

─
そ
の
意
味
と
は
カ
ン
ト
の
「
自
然
の
隠
さ
れ
た
計
画
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
の
計
画
な
き
活
動
の
集
積
で
あ
る
も
の
を
、「
体
系
」
と
し
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
見

え
ざ
る
手
」
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
性
の
狡
智
」
と
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
唯
物
的
諸
関
係
の
弁
証
法
」
と
し
て
、
把
握
す
る

も
の
で
あ
る（11
（

。

　

一
方
で
政
治
家
は
と
い
う
と
、
彼
ら
は
噓
を
つ
く
と
い
う
〈
活
動（11
（

〉
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
事
実
を
操
作
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
政
治

に
お
け
る
「
伝
統
的
な
」
噓
が
個
々
の
事
柄
だ
け
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
部
の
人
々
だ
け
を
騙
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

全
体
主
義
政
治
と
現
代
の
「
イ
メ
ー
ジ
・
メ
イ
カ
ー
」（
そ
れ
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
や
大
企
業
、
お
よ
び
そ
れ
ら
と
結
託
し
た
政
府
を
意
味
す
る
（

が
作
る
噓
は
、
事
実
の
織
物
全
体
を
編
み
直
し
て
し
ま
う
た
め
の
も
の
で
あ
る（11
（

。

　

つ
ま
り
事
実
真
理
は
常
に
、
必
然
化
・
固
定
化
と
い
う
前
門
の
虎
、
捏
造
や
歪
曲
と
い
う
後
門
の
狼
に
狙
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
以
下
の
主
張
を
行
な
う
。
こ
れ
は
本
論
文
全
体
の
中
で
も
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。

実
際
、
人
間
に
は
阻
止
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
手
の
下
し
よ
う
の
な
い
何
ら
か
の
必
然
的
発
展
の
結
果
と
し
て
事
実
を
考
え
る
危
険
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と
、
他
方
、
事
実
を
世
界
か
ら
否
定
す
る
、
つ
ま
り
事
実
を
巧
み
に
操
作
し
よ
う
と
す
る
危
険
と
の
間
の
き
わ
め
て
狭
い
小
道
を
歩

む
態
度
を
、
政
治
は
事
実
に
対
し
て
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（1（
（

。

㈡　

見
晴
ら
し
の
よ
く
な
い
複
数
の
席

─
『
カ
ン
ト
講
義
』

　
「
き
わ
め
て
狭
い
小
道
を
歩
む
態
度
」。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
カ
ン
ト
講
義
』
で
も
説
か
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
人
類
の
進
歩
と
開

化�K
ultur�

に
寄
せ
ら
れ
た
カ
ン
ト
の
期
待
に
冷
や
や
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
彼
女
の
拒
絶
す
る
目
的
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
彼
女
は
最
終
的
に
カ
ン
ト
の
進
歩
観
を
（
彼
女
の
終
生
の
ラ
イ
バ
ル
役
で
あ
る
（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
か
ら
区
別
す
る
。
こ
れ
は
『
カ
ン

ト
講
義
』
に
お
け
る
複
雑
か
つ
見
逃
せ
な
い
主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
カ
ン
ト
三
批
判
書
の
扱
い
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
人
と
い
う
種�H

um
an�species�

＝
人
類�M

ankind�

＝
自
然
の
一
部
＝「
歴
史
」、

つ
ま
り
自
然
の
狡
智
に
従
属
し
て
い
る
＝「
目
的
」
の
理
念
の
下
で
、
目
的
論
的
判
断
力
：『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
の
下
で
、
考
察

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

人
間�M
an�

＝
理
性
的
存
在
者
、
自
分
自
身
に
与
え
る
実
践
理
性
の
諸
法
則
に
従
属
し
て
お
り
、
自
律
的
、
目
的
そ
れ
自
体
、
精

神
の
国
、
叡
智
的
存
在
者
の
領
域
に
属
し
て
い
る
＝『
実
践
理
性
批
判
』
お
よ
び
『
純
粋
理
性
批
判
』。

　

人
々�M

en�

＝
地
上
の
被
造
物
、
諸
々
の
共
同
体
の
中
に
生
き
、
常
識�com

m
on�sense

、
共
通
感
覚� sensus com

m
unis

、
共

同
体
の
感
覚�a�com

m
unity�sense�

を
賦
与
さ
れ
て
い
る
。
自
律
的
で
は
な
く
、
思
考
（「
ペ
ン
の
自
由
」（
の
た
め
に
さ
え
互
い
の

同
伴
を
必
要
と
す
る
＝『
判
断
力
批
判
』
第
一
部
：
美
的
判
断
力（11
（

。
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も
ち
ろ
ん
彼
女
が
主
題
に
す
る
の
は
三
番
目
、
複
数
形
の
「
人
々
」
で
あ
る
。
一
番
目
と
二
番
目
の
「
人
」
は
、
複
数
性
を
欠
い
て
い

る
か
、
そ
れ
に
乏
し
い
の
で
、
彼
女
の
考
察
の
中
心
で
は
な
い
。
し
か
し
後
篇
を
無
視
さ
れ
て
い
る
『
第
三
批
判
』
に
も
、
人
類
の
進
歩

と
い
う
点
で
は
一
本
の
筋
が
通
っ
て
い
る
以
上
、
彼
女
は
そ
の
扱
い
に
苦
心
し
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
女
も
ま
た
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
人
が

判
断
す
る
時
に
想
像
す
る
他
者
の
範
囲
の
拡
大
を
、
つ
ま
り
「
進
歩
」
を
望
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い

0

0

か
ら
だ
。

わ
た
し
が
所
与
の
問
題
に
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
と
き
に
、
人
び
と
の
立
場
を
わ
た
し
の
心
に
現
前
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
そ

し
て
、
わ
た
し
が
か
れ
ら
の
立
場
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
感
じ
考
え
る
か
を
ふ
さ
わ
し
く
想
像
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
わ
た
し
の
再

現
前
化
的
思
考�representative�thinking�

の
能
力
は
強
ま
り
、
わ
た
し
の
最
終
的
結
論
や
意
見
の
妥
当
性
は
増
す（11
（

。

　

し
た
が
っ
て
彼
女
と
し
て
は
、「
拡
大
さ
れ
た
思
考
様
式�die�erw

eiterte�D
enkungsart

（
11
（

」
が
さ
ら
な
る
拡
大
を
目
指
し
て
は
な
ら

な
い
な
ど
と
は
言
え
な
い

0

0

0

0

。
し
か
し
同
時
に
、
起
こ
っ
た
出
来
事
を
ひ
と
し
な
み
に
「
人
類
の
進
歩
」
の
シ
ナ
リ
オ
に
組
み
入
れ
る
こ
と

を
彼
女
は
否
定
し
た
い
。
そ
こ
で
彼
女
は
以
下
の
よ
う
な
区
別
を
行
な
い
、
カ
ン
ト
の
進
歩
観
を
限
定
つ
き
で
許
容
す
る
。
そ
れ
が
彼
女

に
よ
る
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
区
別
で
あ
る
。

　

そ
の
作
業
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
戦
争
や
（
フ
ラ
ン
ス
（
革
命
の
肯
定
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
限
定
的
な
肯
定
か
ら
始
ま
る
。『
第
三

批
判
』
の
崇
高
論
と
目
的
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
こ
う
書
く
。

戦
争
で
す
ら
、
秩
序
を
維
持
し
市
民
的
諸
権
利
を
神
聖
視
し
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
あ
る
崇
高
な
も
の
を
と
も
な
う
の
で

あ
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
争
を
遂
行
す
る
国
民
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
こ
の
危
険
の
も
と
で
勇
敢
に
奮
戦
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
国

民
の
心
構
え
を
そ
れ
だ
け
で
ま
す
ま
す
崇
高
な
も
の
に
す
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
長
期
に
わ
た
る
平
和
は
、
た
ん
な
る
商
人
根
性
を
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支
配
的
に
し
、
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
卑
し
い
利
己
欲
、
臆
病
、
柔
弱
を
支
配
的
に
し
て
、
国
民
の
心
構
え
を
低
劣
に
さ
せ
る
の
が

つ
ね
で
あ
る（11
（

。

戦
争
は
、
も
っ
と
も
恐
る
べ
き
苦
難
を
人
類
に
も
た
ら
し
、
平
和
時
の
戦
争
に
対
す
る
不
断
の
準
備
は
、
お
そ
ら
く
い
っ
そ
う
大
き

な
苦
難
を
も
た
ら
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
そ
の
間
、
民
衆
の
幸
福
の
安
定
し
た
状
態
に
対
す
る
希
望
は
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
く
と
し
て
も
（、

そ
れ
で
も
文
化
に
役
立
つ
あ
ら
ゆ
る
才
能
を
最
高
度
に
発
展
さ
せ
る
、
も
う
一
つ
の
動
機
な
の
で
あ
る（11
（

。

　

な
お
、
カ
ン
ト
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
自
然
は
人
間
を
、
戦
争
を
と
お
し
て
、
ま
た
戦
争
へ
向
け
て
の
け
っ
し
て
縮
小
さ
れ
な
い
過
度
の
軍
備
、
さ
ら
に
ま
っ
た

く
平
和
状
態
に
あ
る
国
家
で
さ
え
も
結
局
は
そ
れ
ぞ
れ
内
心
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
苦
境
を
と
お
し
て
、
最
初
は
不
十
分
な
が
ら
い
ろ

い
ろ
な
試
み
を
さ
せ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
多
く
の
荒
廃
や
国
家
の
転
覆
を
経
て
、
さ
ら
に
国
力
を
こ
と
ご
と
く
内
部
か
ら
消
耗
さ

せ
た
後
に
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
悲
惨
な
経
験
を
し
な
く
と
も
理
性
な
ら
ば
告
げ
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
、
つ
ま
り
野
蛮
人
の
無
法
状

態
か
ら
抜
け
出
し
て
国
際
同
盟
を
結
ぶ
方
向
へ
追
い
込
む
の
で
あ
る（11
（

。

中
国
は
そ
の
位
置
か
ら
い
っ
て
、
い
つ
か
不
測
の
襲
撃
を
受
け
る
と
い
う
恐
れ
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
強
力
な
敵
を
恐
れ
る
必
要
は
な

か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
中
国
で
は
、
自
由
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
が
根
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

─
か
く
し
て
、
人
類
が
い
ま
な

お
と
ど
ま
っ
て
い
る
文
化
＝
開
化�K

ultur�

の
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
戦
争
は
、
文
化
＝
開
化
を
さ
ら
に
進
展
さ
せ
る
た
め
の
不
可

欠
の
手
段
で
あ
る（11
（

。
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ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
単
に
目
的
論
だ
と
し
て
斥
け
は
し
な
い
。
私
が
上
で
行
な
っ
た
引
用
の
う
ち
後
者
の
箇
所
を
引
用
し
な
が
ら
、

彼
女
は
、
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
と
し
て
の
判
断
だ
と
し
て
許
容
す
る（11
（

。
も
し
、
単
独
の
理
性
的
存
在
者
（
人
間�M

an

（
と
し

て
戦
争
や
革
命
を
考
え
る
な
ら
、
答
え
は
常
に
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
あ
る
道
徳
的
実
践
理
性
は
、
そ
の
抗
し
が

た
い
拒
否
権�V

eto�

を
行
使
し
て
、
戦
争
は
あ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
宣
言
す
る（11
（

」
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば

「
公
的
事
柄
に
関
わ
り
、
献
身
し
て
い
る
多
く
の
善
良
な
人
々
が
な
り
が
ち
な
、
理
想
主
義
の
バ
カ（1（
（

」
の
見
解
で
あ
る
と
い
う
。
多
く
の

人
間
が
残
酷
に
死
ぬ
こ
と
に
な
る
戦
争
や
革
命
に
つ
い
て
で
さ
え
、
杓
子
定
規
に
必
ず
反
対
を
訴
え
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
事
例
と
そ

の
時
そ
の
時
の
立
場
に
応
じ
て
、
肯
定
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
判
断
を
下
す
用
意
を
し
て
お
く
こ
と
。
こ
れ
が
彼
女
の
考
え
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
（
こ
れ
は
、
彼
女
が
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
行
な
っ
た
戦
争
と
革
命
の
区
別
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
批
判
と
は
文
脈
上
関
係
が
な
い
（。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
の
こ
の
判
断
か
ら
、
古
代
か
ら
〈
観
照
的
生
〉
と
言
わ
れ
て
き
た
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
と
し
て
の
非
党
派
性
と
、
近

代
的
な
進
歩
観
の
二
要
素
が
あ
る
と
述
べ
る（11
（

。
こ
こ
で
の
問
題
は
カ
ン
ト
の
進
歩
観
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
目
的
論
か
ら
救
い

出
そ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
彼
女
の
仮
想
敵
と
し
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
。

［
…
］
両
者
に
は
や
は
り
違
い
が
あ
り
ま
す
。
違
い
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
非
常
に
重
要
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に

お
い
て
は
、
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
自
己
を
現
わ
す
の
は
絶
対
精
神
で
あ
り
、
こ
の
顕
現
の
終
局
に
お
い
て
哲
学
者
が
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
絶
対
精
神
で
す
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
世
界
史
の
主
体
と
な
る
も
の
は
、
人
類
そ
の
も
の
で
す
。
更
に
言
え
ば
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
絶
対
精
神
の
顕
現
は
、
一
つ
の
終
局
に
到
達
す
る
は
ず
で
す
。（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
歴
史�history�

に

は
一
つ
の
終
局
＝
目
的�end�

が
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
セ
ス
は
無
限
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
物
語�story�

に
は
一
つ
の
終
局
＝
目
的
が
あ
り
ま
す
。
も

っ
ぱ
ら
こ
の
終
局
＝
目
的
の
た
め
に
、
多
く
の
世
代
と
世
紀
が
生
ず
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
（。
最
終
的
に
顕
わ
に
さ
れ
る
の
は
、
人
間
で
は

な
く
絶
対
精
神
で
あ
り
、
人
間
の
偉
大
さ
は
、
も
っ
ぱ
ら
彼
が
絶
対
精
神
を
最
終
的
に
理
解
で
き
る
限
り
に
お
い
て
認
識
＝
現
実
化�
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realize�

さ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
場
合
、
進
歩
は
永
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
終
局
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
歴
史

に
終
局
は
な
い
の
で
す
［
…
（
11
（

］。

一
般
的
観
点
な
い
し
立
場
を
占
め
る
の
は
、「
世
界
市
民
」
で
あ
る
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
、
あ
る
い
は�w

orld�spectator�

で
す
。
全
体
と

い
う
観
念
を
持
っ
た
う
え
で
、
個
別
の
特
殊
な
出
来
事
に
お
い
て
進
歩
が
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
判
定
す
る
の
は
、
そ
う
し
た

観ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
な
の
で
す（11
（

。

　

つ
ま
り
ア
ー
レ
ン
ト
が
言
う
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
歴
史
を
認
識
す
る
最
高
位
の
席
が
あ
り（11
（

、
そ
れ
も
少
数
の
哲
学
者
の
た
め

に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
高
位
の
席
と
は
、『
人
間
の
条
件
』
で
も
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
と
言
い
換
え
て

も
よ
い（11
（

。
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
人
類
の
進
歩
に
終
わ
り
は
な
い
の
で（11
（

、
そ
う
し
た
最
高
位
の
席
は
な
い
。
た
だ
、
必
ず
し
も
よ
い

見
晴
ら
し
で
は
な
い
席
が
複
数
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
複
数
の
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
が
代
わ
る
代
わ
る
座
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
観
客

は
、
あ
た
か
も
自
分
が
最
高
位
の
席
に
あ
る
か
の
よ
う
に
見
聞
き
し
た
こ
と
を
形
に
ま
と
め
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
か
の
よ
う
に
」
の
枠

内
で
、
で
あ
る
。
こ
う
し
て
彼
女
は
、
舞
台
上
で
起
こ
り
続
け
る
出
来
事
だ
け
を
見
て
そ
の
不
規
則
さ
に
絶
望
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ

ら
を
す
べ
て
単
一
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
中
に
ま
と
め
る
た
め
の
最
高
位
の
席
を
ひ
と
つ
設
け
る
の
で
も
な
く
、
間
を
取
っ
て
、
見
晴
ら
し
の

良
く
な
い
複
数
の
席
を
設
け
た
。
人
々
は
、
そ
こ
か
ら
劇
の
内
容
に
暫
定
的
な
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
る
（「
補
論
」
の
内
容
を
予
告
す
る
と
、

弛
緩
・
停
滞
し
た
「
中
国
的
平
和
」
＝
「
墓
の
よ
う
な
普
遍
的
な
専
制
政
治（
11
（

」
＝
国
際
法
、
と
い
う
、
カ
ン
ト
に
よ
る
こ
れ
ら
の
同
一
視
と
拒
絶（
11
（

を
、
歴
史

の�end�

す
な
わ
ち
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
の
拒
絶
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
飛
躍
が
あ
る
（。

　

さ
て
、
同
じ
内
容
が
『
精
神
の
生
』
第
一
巻
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
の
題
は
「
思
考
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
判
断
の
退

き
こ
も
り
は
明
ら
か
に
哲
学
者
の
退
き
こ
も
り
と
は
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
」「
思
考
と
判
断
と
の
こ
の
よ
う
な
区
別
は
カ
ン
ト
の
政
治
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哲
学
に
お
い
て
の
み
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い（11
（

」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
以
下
に
引
用
す
る
箇
所
は
明

ら
か
に
判
断
力
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

［
…
］
カ
ン
ト
の
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
は
複
数
の
う
ち
に
在
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
故
に
彼
は
政
治
哲
学
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ

ル
の
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
は
厳
密
に
は
個
の
う
ち
に
在
る
。
哲
学
者
は
「
絶
対
精
神
」
の
器
官
と
な
り
、
し
か
も
哲
学
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
そ

の
人
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
複
数
性
に
他
の
ど
の
哲
学
者
よ
り
も
気
づ
い
て
い
た
カ
ン
ト
で
さ
え
、
た
と
え
劇�spectacle�

が
い
つ

も
同
じ
で
そ
の
た
め
に
退
屈
だ
と
し
て
も
、
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
変
っ
て
い
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
都
合
よ
く

忘
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
し
い
観ス

ペ
ク
テ
イ
タ
ー

客
＝
観
察
者
は
、
変
化
の
な
い
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
伝
統
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
と
同
じ

よ
う
な
結
論
に
達
す
る
と
は
考
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
の
で
あ
る（1（
（

。

　

さ
ら
に
言
う
と
、
こ
の
話
は
『
暗
い
時
代
の
人
々
』（
初
出
一
九
六
八
年
（
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ヤ
ス
パ
ー
ス

─
世
界
国
家
の
市

民
？
」（
初
出
一
九
五
七
年
（
に
お
い
て
既
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

人
類
お
よ
び
世
界
市
民
と
い
う
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
概
念
の
哲
学
的
連
関
を
捉
え
る
に
は
、
カ
ン
ト
の
人
類
の
概
念
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世

界
史
の
観
念
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ
る
。［
…
］
か
れ
は
、
も
し
人
々
の
ば
ら
ば
ら
で
予
測
し
難
い
行
動
が
結
局
は
人
間
に

お
け
る
十
分
に
発
展
し
た
人
間
性
と
と
も
に
、
人
類
を
政
治
的
に
結
合
し
た
共
同
社
会
に
い
た
ら
し
め
る
と
い
う
希
望
が
正
当
で
な

い
と
す
る
な
ら
、
歴
史
と
は
「
慰
め
の
な
い
偶
然
性
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
。［
…
］［
そ
の
よ
う
な
］
政
治
史

の
な
か
に
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
、
隠
さ
れ
た
狡
猾
な
力
を
最
初
に
想
定
し
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
で
な
く
カ
ン
ト
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
特
記
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
政
治
思
想
の
伝
統
を
特
徴
づ
け
て
も
い
る（11
（

。



ハンナ・アーレントの政治思想における〈社会的なもの〉批判と構想力論の関係

31

　

次
に
彼
女
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
言
及
す
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
人
類
と
は
「
世
界
精
神
」
の
な
か
に
自
己
自
身
を
顕
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
精
髄
は
「
世
界
精
神
」
の

歴
史
的
発
展
の
各
段
階
に
つ
ね
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
け
っ
し
て
政
治
的
現
実
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
隠

れ
た
狡
猾
な
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
「
理
性
の
狡
智
」
は
、
そ
れ
が
哲
学
者
の
静
観
的
視
覚
に

よ
っ
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
、
し
か
も
無
意
味
で
一
見
恣
意
的
な
事
柄
の
連
鎖
も
哲
学
者
に
の
み
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り

で
、
カ
ン
ト
の
「
自
然
の
狡
智
」
と
は
異
な
っ
て
い
る（11
（

。

　

最
後
に
彼
女
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
言
及
す
る
。

　

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
人
類
と
世
界
市
民
に
対
す
る
概
念
は
カ
ン
ト
に
比
べ
る
と
歴
史
的
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
比
べ
る
と
そ
れ
は
政
治

的
で
あ
る
。
と
も
か
く
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
体
験
の
深
さ
と
カ
ン
ト
の
偉
大
な
政
治
的
英
知
と
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ヤ
ス
パ
ー
ス
と
こ
の
両
者
と
の
差
異
は
決
定
的
で
あ
る
。
か
れ
は
政
治
行
動
の
「
慰
め
の
な
い
偶
然
性
」
や
歴
史
に
記
さ
れ
た
愚
行

を
信
じ
な
い
し
、
人
間
を
英
知
へ
と
い
ざ
な
う
隠
さ
れ
た
狡
猾
な
力
の
存
在
も
信
じ
な
い
。［
…
］

　

こ
こ
に
、
慰
め
の
な
い
偶
然
に
満
ち
た
歴
史
へ
の
絶
望
と
、
統
一
的
な
理
念
へ
の
狂
信
と
の
間
を
行
く
人
と
し
て
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
像
が

描
か
れ
る
。
彼
の
「
世
界
市
民
的
見
地
」
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
世
界
に
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、「
一
種
の
美
化

さ
れ
た
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
」
が
話
さ
れ
る
世
界
帝
国
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
意
味
で
、「
カ
ン
ト
の
範
疇
の
枠
内
で
し
か
わ
れ
わ
れ

が
世
界
市
民
と
な
り
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（11
（

」。
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
比
較
を
す
る
こ
と
は
本
論
文
の
目
的
で
は
な
い



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集58号（平成30年度）

 32

が
、
こ
の
ヤ
ス
パ
ー
ス
像
を
ア
ー
レ
ン
ト
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

㈢　

見
晴
ら
し
の
よ
く
な
い
複
数
の
席

─
『
精
神
の
生
』

　

前
節
で
引
用
し
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
、『
精
神
の
生
』
は
判
断
力
に
ま
で
本
格
的
な
考
察
が
及
ば
な
い
ま
ま
に
終
わ

っ
て
い
る
。
本
節
で
紹
介
す
る
〈
と
ど
ま
れ
る
今�nunc�status

〉
の
概
念
も
明
ら
か
に
〈
思
考
〉
に
つ
い
て
の
考
察
の
中
で
持
ち
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、『
精
神
の
生
』
第
一
部
の
議
論
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
、
本
論
文
の
主
旨
か
ら
外
れ
る
。
し
か
し
以
下
に
掲
げ

る
箇
所
は
、〈
思
考
〉
で
さ
え
も
〈
観
照
的
生
〉
と
は
異
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
ケ
イ
オ
ス
（
自
然
（
と
ア

ル
キ
メ
デ
ス
の
点
（
目
的
論
（
と
の
間
を
行
く
思
想
家
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
像
を
強
調
す
る
た
め
に
も
、〈
思
考
〉
に
つ
い
て
の
彼
女
の

以
下
の
考
察
を
類
比
的
に
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

話
題
と
な
る
の
は
『
精
神
の
生
』
第
一
巻
の
第
二
〇
節
「
過
去
と
未
来
の
間
＝
と
ど
ま
れ
る
今
」
で
あ
る
。
表
題
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
論
集
『
過
去
と
未
来
の
間
』
の
序
言
「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
を
彼
女
自
身
が
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
カ
フ
カ

の
短
い
寓
話
と
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
か
く
語
り
き
』
を
引
き
な
が
ら（11
（

、
過
去
と
未
来
と
い
う
二
つ
の
無
限�infinity�

の
間

に
立
つ
ひ
と
り
の
人
間
を
描
写
す
る
。
カ
フ
カ
の
物
語
で
は
、
そ
の
人
は
過
去
と
未
来
の
狭
間
か
ら
脱
出
し
て
、
ま
っ
た
く
の
外
側
か
ら

判
断
を
下
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
」
は
夢
想
に
す
ぎ
な
い（11
（

。

人
が
思
考
す
る
時
に
い
る
無
時
間
的
な
次
元
は
、
そ
の
人
が
過
去
と
未
来
に
挟
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
辿
り
着
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
、
時
間
に
圧
迫
さ
れ
時
間
に
か
き
乱
さ
れ
る
人
間
存
在
に
お
け
る
『
今
』
の
静
寂
さ
な
の
で
あ
る（11
（

」。〈
判
断
〉
に
関
し
て
私
が

既
に
用
い
た
比
喩
で
い
う
な
ら
、
思
考
す
る
人
に
は
見
晴
ら
し
の
よ
く
な
い
一
階
席
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
過
去
や
未
来
と
い
っ
た
時
間
の
連
続
が
あ
る
の
は
、「
時
間
の
お
か
げ
で
は
な
く
、
世
界
の
中
で
の
我
々
の
業
務
や
活
動

activities�

の
継
続
性
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
の
持
続
性
の
中
で
、
昨
日
始
め
た
こ
と
を
我
々
は
継
続
し
、
明
日
に
終
え
よ
う
と
思
っ
た
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り
す
る
の
で
あ
る（11
（

」。「『
彼
』
が
い
な
け
れ
ば
、
過
去
と
未
来
の
間
に
は
何
の
区
別
も
な
く
て
、
た
だ
い
つ
ま
で
も
続
く
変
化
が
あ
る
だ

け
だ
ろ
う（11
（

」。「
過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」
を
作
る
人
間
存
在
が
い
な
け
れ
ば
、
過
去
も
未
来
も
、
そ
も
そ
も
時
間
も
な
い
の
で
あ
り
、

た
だ
ケ
イ
オ
ス
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

彼
女
の
論
述
は
こ
こ
で
〈
と
ど
ま
れ
る
今
〉
に
到
る
。

　

こ
の
裂
け
目

─
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
が
最
初
に
耳
に
し
た
の
は
中
世
哲
学
の� nunc status

、『
と
ど
ま
れ
る
今
』
と
し
て
で
あ

り
、
そ
れ
は
永
遠
の
今� nunc aeternitas�

と
い
う
形
式
で
、
神
の
永
遠
性
の
モ
デ
ル
や
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
裂
け
目
は
歴
史
的
な
日
付
が
あ
る
事
柄
で
は
な
く
、
地
上
に
人
間
が
存
在
し
た
の
と
同
時
期
か
ら
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る（（11
（

。

　

と
は
い
え
、「
神
の
永
遠
性
の
モ
デ
ル
や
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
」〈
永
遠
の
今
〉
と
い
う
言
い
方
は
、
お
そ
ら
く
ア
ー
レ
ン
ト
に

と
っ
て
は
時
代
遅
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
永
遠
性�eternity�

と
い
う
概
念
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（（1（
（

。

　

そ
し
て
、
過
去
と
未
来
の
間
で
展
開
さ
れ
る
思
考
は
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い
世
代
や
全
て
の
新
し
い
人
間
は
、
自
分
が
無
限
の
過
去
と
無
限
の
未
来
の
間
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
の
を
意
識

す
る
よ
う
に
な
る
時
、
ま
た
新
た
に
思
想
の
道
を
発
見
し
て
こ
つ
こ
つ
と
踏
み
固
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（10
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
〈
判
断
〉
だ
け
で
な
く
〈
思
考
〉
に
つ
い
て
も
、
ケ
イ
オ
ス
（
自
然
主
義
（
と
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点

（
目
的
論
（
と
の
間
に
席
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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㈣　

構
想
力
論
へ
の
シ
フ
ト

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
構
想
力
〉
論
に
論
を
進
め
る
。
こ
れ
は
、
彼
女
の
〈
判
断
力
〉
論
が
最
後
に
到
達
し
た
地
点
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
紹

介
し
た
「
真
理
と
政
治
」
に
も
、『
カ
ン
ト
講
義
』
に
お
い
て
さ
え
十
分
に
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
〈
範
例�exam

ple�/�Exem
pel

〉
に
つ

い
て
の
言
及
が
、
わ
ず
か
な
が
ら
あ
る
。
こ
れ
は
〈
構
想
力
〉
と
関
係
が
あ
る
。

　

さ
て
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
意
見
は
そ
れ
だ
け
で
は
無
力
で
あ
る
。「
真
理
と
政
治
」
で
そ
の
説
明
を
す
る
に
あ
た
り
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
再
び
「
不
正
を
行
な
う
よ
り
不
正
を
こ
う
む
る
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
例
の
命
題
を
持
ち
出
す
。
こ
の
命
題
は
、
こ

こ
で
は
〈
思
考
〉
で
は
な
く
〈
判
断
〉
か
ら
形
成
さ
れ
た
意
見
だ
、
と
い
う
の
が
「
真
理
と
政
治
」
で
の
彼
女
の
考
え
で
あ
る（（10
（

。
己
と
矛

盾
す
る
な
か
れ
と
い
う
道
徳
律
は
、
真
理
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
は
い
る
が
、
そ
の
出
発
地
点
は
彼
個
人
の
意
見
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は

複
数
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
〈
世
界
〉
に
訴
え
か
け
る
に
は
や
は
り
無
力
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
鋭
的
準
則
以
上
に
実
践
的
振
舞
い
に
影
響
を
与
え
た
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
信
者
の
共
同
体
を
絶
対
的
に
拘

束
す
る
宗
教
上
の
戒
律
く
ら
い
で
あ
る（（10
（

。

　

つ
ま
り
彼
女
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
ポ
リ
ス
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
命
題
の
無
力
さ
と
、
そ
の
後
世
に
与
え
た
影
響
の
強
さ
と
に

つ
い
て
言
っ
て
い
る
。
な
ぜ
「
不
正
を
行
な
う
よ
り
…
…
」
と
い
う
道
徳
律
は
、
後
に
な
っ
て
そ
の
よ
う
な
影
響
力
を
勝
ち
取
っ
た
と
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
続
け
て
彼
女
は
疑
問
を
重
ね
る
。

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
分
の
言
明
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
つ
ね
に
か
れ
の
言
明
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は
友
人
に
も
論
敵
に
も
同
様
に
説
得
力
を
欠
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
を
知
っ
て
い
る
だ
け
に
、
か
れ
の
言
明
が
ど
の
よ
う
に
し
て
あ

れ
ほ
ど
高
い
妥
当
性
を
獲
得
し
え
た
の
か
と
自
問
せ
ざ
る
を
え
な
い（（10
（

。

　
『
カ
ン
ト
講
義
』
に
も
こ
う
あ
る
。「［
…
］『
こ
れ
は
美
し
い
』
と
か
『
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
』
と
い
っ
た
自
分
の
判
断
に
つ
い
て
、

他
の
誰
か
に
同
意
す
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
［
…
］。
つ
ま
り
、
人
は
他
の
み
ん
な
の
同
意
を
『
せ
が
む�w

oo

』
か
『
乞

い
求
め
る�court
』
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん（（10
（

」。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
〈
範
例
〉
が
役
割
を
発
揮
す
る
。
続
け
て
引
用
す
る
。

こ
の
こ
と
が
、
通
常
と
は
か
な
り
異
な
る
種
類
の
説
得
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
自

分
の
生
命
を
先
の
命
題
の
真
理
に
賭
け
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
法
廷
の
前
に
姿
を
現
わ
し

た
と
き
で
は
な
く
、
死
刑
を
逃
れ
る
の
を
拒
否
し
た
と
き
、
範
例
を
示
そ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
、
こ
の
範
例
に

よ
る
教
え
こ
そ
は
、
哲
学
の
真
理
が
乱
用
や
歪
曲
な
し
に
果
た
し
う
る
唯
一
の
「
説
得
」
の
形
式
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
哲
学
の
真
理

が
範
例
と
い
う
形
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
、
哲
学
の
真
理
は
「
実
践
的
」
と
な
り
、
政
治
の
領
域
の
規
則
を
犯

さ
ず
に
活
動
を
鼓
舞
で
き
る（（10
（

。

　

彼
女
は
引
用
部
分
の
後
で
、
勇
気
の
観
念
を
確
証
す
る
た
め
に
は
ア
キ
レ
ウ
ス
を
、
善
の
観
念
を
確
証
す
る
た
め
に
は
イ
エ
ス
や
聖
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
を
具
体
的
に
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
こ
と
、
ま
た
、
孝
行
に
つ
い
て
の
『
リ
ア
王
』
の
教
育
効
果
は
い
か
な
る
（
抽
象
的

な
（
神
学
書
や
道
徳
書
よ
り
も
勝
る
、
と
ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
が
記
し
て
い
た
こ
と
を
例
に
挙
げ
る
。
つ
ま
り
〈
判
断
〉
を
通
し
て
形
成
さ
れ

た
意
見
は
し
ば
し
ば
無
力
で
説
得
力
を
持
た
な
い
が
、〈
範
例
〉
と
し
て
形
に
す
る
こ
と
で
、
ま
た
は
既
存
の
そ
れ
に
訴
え
か
け
る
こ
と

で
、
他
者
に
伝
達
可
能
な
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、〈
判
断
力
〉
論
か
ら
〈
構
想
力
〉
論
へ
の
移
行
が
あ
る（（10
（

。『
第
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三
批
判
』
中
の
根
拠
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
「
天
才
の
産
物
は
、
同
時
に
模
範
、
す
な
わ
ち
範
例
的

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（10
（

」
と
い
う
箇

所
が
そ
れ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
リ
サ
・
デ
ィ
ッ
シ
ュ
が
説
明
す
る
二
つ
の
判
断
力
（
注
五
九
を
参
照
（
と
は
、
前
者
と
後
者
に
対
応
す

る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
判
断
に
つ
い
て
人
は
主
観
的
な
普
遍
性
を
求
め
る
が
、
あ
く
ま
で
も
求
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
る

の
が
前
者
の
判
断
力
論
。
構
想
力
に
よ
っ
て
作
り
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
例
に
訴
え
か
け
、
よ
り
効
果
的
な
説
得
を
試
み
る
の
が
後

者
の
、
判
断
力
論
の
発
展
形
と
し
て
の
構
想
力
論
だ
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
〈
範
例
〉
論
は
〈
構
想
力
〉
論
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
認
識
に
図
式
を
与
え
る
の
と
同
じ
能
力
で
あ
る
構

想
力
が
、
判
断
力
に
範
例
を
与
え
る
の
で
あ
る（（（1
（

」
と
、『
カ
ン
ト
講
義
』
に
収
録
さ
れ
た
講
義
原
稿
に
書
き
残
し
て
い
る
。
机
の
な
い
と

こ
ろ
で
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
机
は
、
そ
の
人
が
そ
れ
ま
で
見
て
き
た
机
を
基
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
「
全
て
の
机
に
共
通
す
る

ミ
ニ
マ
ル
な
属
性
を
含
ん
だ
机
一
般
、
い
わ
ば
抽
象
的
机

0

0

0

0

」
で
あ
る
。
続
け
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
る
。

更
に
も
う
一
つ
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
認
識
で
は
な
く
、
判
断
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
可
能
な
限
り

最
高
の
机
だ
と
判
断
で
き
る
よ
う
な
一
つ
の
机
に
出
会
う
、
も
し
く
は
そ
う
い
う
机
を
考
え
出
し
て
、
そ
れ
を
、
机
が
実
際
ど
う
あ

る
べ
き
か
の
範
例
、
い
わ
ば
範
例
的
机

0

0

0

0� exem
plary table�

と
見
な
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
［
…
（
（（（
（

］。

　
「
真
理
と
政
治
」
と
同
様
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ア
キ
レ
ウ
ス
を
勇
気
の
範
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
構
想
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
受
容
さ

れ
る
範
例
は
、
ま
っ
た
く
の
抽
象
的
な
概
念
で
は
な
く
、
事
実
と
人
物
を
い
わ
ば
冷
凍
保
存
し
た
も
の
な
の
で
、
他
者
に
も
説
得
力
を
伴

っ
て
伝
達
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
柄
谷
行
人
は
、「
実
際
に
、
文
学
や
芸
術
の
現
場
で
は
、
そ
の
［
趣
味
判
断
の
普
遍
性
を
主
張
し
合
っ
て
の
］
争
い
が
日
常
的

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
い
い
、
よ
く
な
い
、
と
い
う
喧
嘩
を
い
つ
も
し
て
い
る
わ
け
で
す
」
と
述
べ（（（0
（

、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
判
断
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力
〉
論
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
美
的
趣
味
判
断
か
ら
で
は
、
彼
の
構
想
す
る
普
遍
的
な
倫
理
は
引
き
出
せ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
、
上
に
挙
げ
た
構
想
力
論
が
既
に
、
柄
谷
の
よ
う
な
批
判
に
対
す
る
ひ
と
ま
ず
の
回
答
に
な
っ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
か
。

　
〈
判
断
〉
も
ま
た
セ
ク
ト
化
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
と
い
う
問
題
に
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
気
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
最
も
驚
く
べ
き
は
、
正
・
不
正
判
断
能
力
な
い
し
判
別
能
力
で
あ
る
共
通
感
覚
が
、
趣
味
＝
味�taste�

の
感
覚
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
で
す
。
私
た
ち
の
五
感
の
内
、
三
感
は
明
ら
か
に
、
外
界
の
対
象
を
私
た
ち
に
与
え
る
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
は
容
易
に
伝
達
可
能
で
す
。
視
覚
・
触
覚
・
嗅
覚
は
直
接
的
に
、
そ
し
て
い
わ
ば
客
観
的
に�objectively�

対

象�objects�

を
扱
い
ま
す
。［
…
］
対
象
に
関
わ
る
三
つ
の
感
覚
に
は
、
再0

現� represent�

す
る
こ
と
が
で
き
る
、
不
在
の
も
の
を
現
前

さ
せ
る�present�

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
共
通
の
性
質
が
あ
り
ま
す
。［
…
］
こ
の
能
力

─
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
構
想
力
と
呼
ん

で
い
ま
す

─
は
味
覚
や
嗅
覚
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
こ
の
二
つ
の
感
覚
は
、
明
ら
か
に
排
他
＝
判
別
的�discrim

inatory�

な
感
覚
で
す
。［
…
］
で
は
一
体
何
故
、
趣
味
＝
味
覚
が
持
ち
あ
げ
ら
れ
、
判
断
力
と
い
う
精
神
的
な
能
力
の
器
と
さ
れ
て
き
た

［
…
］
の
で
し
ょ
う
か
？　

ま
た
翻
っ
て
、
判
断
力
［
…
］
が
、
そ
う
し
た
私
的
感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
は
何
故
で

し
ょ
う
か
？　

趣
味
が
問
題
と
な
る
場
合
、
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
議
論
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
、
と

い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

趣
味
に
つ
い
て
は
議
論
し
え
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。D
e gustibus non disputandum

 est. （（（0
（

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
続
け
て
こ
う
書
く
。

　

こ
の
謎
に
解
答
を
与
え
る
の
が
構
想
力
で
す
。
不
在
の
も
の
を
現
前
さ
せ
る
能
力
で
あ
る
構
想
力
は
、
客
観
的
感
覚�objective�
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senses�

の
対
象�object�

を
、
ま
る
で
内
的
感
覚
の
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、「
感
受
さ
れ
た�sensed

」
対
象
に
変
容
さ
せ
ま
す
。

こ
の
変
容
は
、
対
象
自
体
で
は
な
く
、
対
象
の
表
象
＝
再
現
前
化�representation�

に
つ
い
て
の
反
省
＝
反
映�reflecting�

を
通

し
て
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
、
表
象
＝
再
現
前
化
さ
れ
た
対
象
は
、
対
象
の
直
接
的
な
知
覚
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
快
・
不
快
を

喚
起
す
る
の
で
す
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
反
省
の
作
用
」
と
呼
ん
で
い
ま
す（（（0
（

。

　

趣
味
に
つ
い
て
は
議
論
で
き
な
い
の
か
、
議
論
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
彼
女
に
と
っ
て
の
救
い
が
〈
構
想
力
〉
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
範
例
を
伴
っ
た
説
得
に
す
ら
他
者
が
ま
っ
た
く
納
得
し
な
い
可
能
性
に
余
地
を
設
け
て
い
る
。
し
か
し
彼

女
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
越
え
ら
れ
な
い
一
線
で
あ
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、
万
人
が
納
得
し
う
る
何
ら
か
の
哲
学
的
思
考
な

る
も
の
を
哲
学
者
が
構
想
し
よ
う
と
し
た
時
点
で
、
彼
女
が
「
見
え
ざ
る
手
」「
理
性
の
狡
智
」
と
し
て
斥
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
。

四　

�

な
ぜ
構
想
力
論
が
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
と
関
係
し
て
い
る
と
言
え
る
か�

─
そ
れ
ら
の
直
接
的
関
連
に
つ
い
て

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
判
断
力
〉
論
と
〈
構
想
力
〉・〈
範
例
〉
に
つ
い
て
の
考
察
を
描
写
し
て
き
た
。「
自
然
主
義
」
や

「
目
的
論
」
に
陥
ら
な
い
政
治
的
生
の
主
張
へ
向
け
た
彼
女
の
試
み

─
角
度
を
変
え
て
言
う
な
ら
、
主
体
─
客
体
の
関
係
に
依
る
こ
と

な
し
に
個
と
普
遍
を
媒
介
す
る
政
治
理
論
へ
向
け
た
彼
女
の
試
み
は
、『
カ
ン
ト
講
義
』
な
ど
を
遺
し
た
状
態
で
途
絶
し
た
。
し
か
し
彼

女
が
最
期
に
救
い
を
見
て
い
た
〈
構
想
力
〉
論
も
ま
た
、
個
と
普
遍
の
問
題
（
た
と
え
ば
柄
谷
行
人
の
批
判
（
を
完
全
に
払
拭
で
き
る
も
の
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で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
ア
ー
レ
ン
ト
論
と
し
て
の
則
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

こ
こ
ま
で
と
す
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
元
々
の
出
発
点
で
あ
っ
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
と
構
想
力
論
と
の
直
接

の
関
連
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。「
直
接
の
」
を
強
調
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
第
二
・
三
章
で
は
既
に
、〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
と

構
想
力
論
と
の
間
の
、「
自
然
主
義
」「
目
的
論
」
批
判
を
媒
介
と
し
た
間
接
的
な

0

0

0

0

関
係
を
既
に
論
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
「
は

じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
カ
フ
カ
論
を
書
い
た
頃
の
ア
ー
レ
ン
ト
は
想
像
＝
構
想
力
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、『
第
三
批
判
』
か

ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
以
上
の
意
義
を
持
た
せ
て
い
な
い
。
人
間
の
生
を
平
均
化
す
る
〈
社
会
的
な
も
の
〉
の
脅
威
を
カ
フ
カ
の
作
品
か

ら
読
み
取
っ
た
彼
女
は
、
そ
の
対
抗
手
段
と
し
て
、「
人
間
の
欲
求
と
人
間
の
尊
厳
に
一
致
し
た
世
界
を
築
き
上
げ
」
る
能
力
と
し
て
の

想
像
＝
構
想
力
を
も
同
様
に
カ
フ
カ
か
ら
読
み
取
っ
た

─
と
い
う
こ
と
が
本
章
の
結
論
だ
が
、
あ
く
ま
で
資
料
が
カ
フ
カ
論
に
限
ら
れ

る
の
で
、
そ
れ
以
上
の
直
接
的

0

0

0

関
係
は
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

㈠　

カ
フ
カ
論

　

手
が
か
り
は
ア
ー
レ
ン
ト
が
初
期
に
書
い
た
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
論
の
中
に
あ
る
。
そ
こ
で
上
述
し
た
デ
ィ
ッ
シ
ュ
に
倣
い
、
そ
の
ひ

と
つ
で
あ
る
「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
」（
初
出
一
九
四
四
年
四
月
（
の
一
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

　
『
あ
る
戦
い
の
記
録
』［
カ
フ
カ
の
未
完
の
小
説
］
は
、
一
般
的
な
仕
方
で
、
社
会
的
な
相
互
関
係
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
社
会
の

拘
束
の
な
か
で
は
、
純
粋
な
あ
る
い
は
友
好
的
な
関
係
で
さ
え
、
そ
の
効
果
は
否
応
な
く
敵
対
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
テ
ー
ゼ
を
提
起
し
て
い
る
。
カ
フ
カ
は
こ
う
語
る
。
社
会
は
「
誰
で
も
な
い
者
」
だ
け
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り

─
「
お
れ
は
、

誰
で
も
な
い
や
つ
に
悪
い
こ
と
を
し
た
し
、
誰
で
も
な
い
や
つ
も
お
れ
に
け
し
か
ら
ん
こ
と
を
し
や
が
っ
た
。
だ
の
に
、
誰
で
も
な
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い
や
つ
は
お
れ
を
助
け
て
く
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
誰
で
も
な
い
や
つ
し
か
い
な
い
［nothing�but�nobody�/�lauter�

niem
and

］」─
そ
れ
ゆ
え
リ
ア
ル
な
存
在
を
も
っ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
パ
ー
リ
ア
［
下
層
階

級
を
意
味
す
る
］
で
す
ら
自
分
を
幸
福
だ
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
社
会
は
何
者
か
で
あ
り
彼
は
誰
で
も
な
い

者
、
社
会
は
「
実
在
的
」
で
彼
は
「
非
実
在
的
」
で
あ
る
と
ほ
ん
と
う
ら
し
く
思
わ
せ
る
の
を
や
め
な
い
か
ら
で
あ
る（（（0
（

。

　

カ
フ
カ
が
描
く
人
物
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
・
社
会
に
馴
染
め
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
読
み
の
特
徴

で
あ
る
。
続
け
て
彼
女
は
書
く
。

一
九
世
紀
の
パ
ー
リ
ア
は
こ
の
窮
状
を
逃
れ
る
ふ
た
つ
の
道
を
見
い
だ
し
た
が
、
も
は
や
そ
の
い
ず
れ
も
カ
フ
カ
に
推
奨
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
え
な
い
。
第
一
の
道
は
、
パ
ー
リ
ア
た
ち
か
ら
な
る
社
会
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
一
の
境
遇
に
あ
り
、

社
会
に
対
立
す
る
と
い
う
点
で
同
一
の
見
方
を
と
る
者
か
ら
な
る
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
道
を
進
む
と
、
リ
ア
リ
テ
ィ
か
ら

の
完
全
な
遊
離

─
現
実
世
界
か
ら
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
的
な
離
反

─
に
い
た
る
ほ
か
な
い
。
第
二
の
道
は
、
社
会
が
の
け
者
に
し
て

き
た
よ
り
ま
し
な
ユ
ダ
ヤ
人
が
選
ん
だ
道
で
あ
っ
て
、
美
の
世
界
へ
の
圧
倒
的
な
没
入
へ
と
い
た
る
。
そ
れ
が
、
永
遠
の
太
陽
の
も

と
で
万
人
が
た
が
い
に
平
等
な
自
然
の
世
界
で
あ
る
か
、
永
遠
の
天
才
を
評
価
し
う
る
者
は
だ
れ
で
も
歓
迎
さ
れ
る
芸
術
の
領
域
で

あ
る
か
は
べ
つ
と
し
て（（（0
（

。

　
「
あ
る
戦
い
の
記
録
」
に
お
け
る
「
お
れ
（
わ
た
し
（」
は
、
何
か
の
パ
ー
テ
ィ
の
会
場
で
ひ
と
時
の
恋
に
破
れ
、
知
り
合
っ
た
ば
か
り

の
男
と
連
れ
立
っ
て
街
路
に
繰
り
出
し
、
互
い
に
脈
絡
の
な
い
言
動
を
取
り
続
け
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
現
実
世

界
か
ら
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
的
な
離
反
」
で
あ
る
。
初
稿
で
は
、「
お
れ
」
は
次
に
、
川
べ
り
で
聖
者
風
の
肥
っ
た
男
と
出
会
う
。
肥
っ
た
男
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は
四
人
の
男
が
担
ぐ
蓮
台
の
上
に
東
洋
風
に
座
し
、
瞑
想
に
耽
っ
て
い
る
。
一
行
は
川
を
無
理
に
渡
ろ
う
と
し
て
溺
死
し
て
ゆ
く
。
お
そ

ら
く
こ
れ
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
美
の
世
界
へ
の
没
入
」
で
あ
る
。

　

こ
の
中
の
至
る
と
こ
ろ
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
す
る
生
き
方
が
見
出
さ
れ
る
。
①
「
誰
で
も
な
い
者
」
ば
か
り
の
社
会
に
同
化
す
る

こ
と
。
②
同
志
と
傷
を
舐
め
合
い
、
現
実
か
ら
逃
げ
る
こ
と
。
③
「
永
遠
の
太
陽
の
も
と
で
万
人
が
た
が
い
に
平
等
な
自
然
の
世
界
」
に

逃
げ
る
こ
と
。
④
天
才
を
褒
め
称
え
る
芸
術
の
世
界
に
逃
げ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
補
っ
て
考
え
る
な
ら
、
①
か
ら
③

ま
で
は
「
自
然
主
義
」
へ
の
逃
避
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
③
と
④
を
合
わ
せ
て
〈
観
照
的
生
〉
へ
の
逃
避
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
（。
①
へ
の
批
判

に
つ
い
て
言
う
と
、
た
と
え
ば
同
じ
ヒ
ト
で
あ
る
な
ど
と
い
う
自
然
的
共
通
点
に
基
づ
い
た
平
等
観
で
は
、
個
々
人
ご
と
に
様
態
の
異
な

る
そ
の
誇
り
や
尊
厳
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
（
特
に
初
期
の
（
彼
女
の
問
題
意
識
が
そ
の
元
に
あ
る（（（0
（

。
②
は
セ
ク
ト

化
へ
の
非
難
だ
と
言
え
る
。
カ
フ
カ
の
記
述
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
が
、「
あ
る
戦
い
の
記
録
」
に
お
け
る
「
お
れ
」
と
「
わ
が
知
人
」
と

を
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ど
ち
ら
も
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
女
は
二
人
の
関
係
を
、
除
け
者
に
さ
れ

た
ユ
ダ
ヤ
人
ど
う
し
の
密
に
し
て
無
力
な
連
帯
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
同
胞
意
識
が
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
自
然
的

共
通
点
に
基
づ
い
て
い
る
点
で
は
、
①
と
変
わ
り
が
な
い（（（0
（

。
③
に
つ
い
て
は
説
明
不
要
で
あ
る
。
で
は
④
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
批
判

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

同
じ
年
に
発
表
さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
再
評
価
」（
初
出
一
九
四
四
年
秋
（
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
中
で
、
カ
ン
ト
『
第
三
批

判
』
を
絡
め
て
の
、
上
と
は
少
し
異
な
る
角
度
か
ら
の
カ
フ
カ
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
は
以
下
の
引
用
に
お
い
て
集
約
さ
れ

る
。

彼
は
自
分
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
世
界
［
…
］
を
好
ま
な
か
っ
た
、
彼
は
人
間
の
欲
求
と
人
間
の
尊
厳
に
一
致
し
た
世
界
を
築
き
上

げ
た
か
っ
た
の
だ
。
あ
る
人
の
活
動
が
彼
自
身
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
彼
の
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、
天
上
や
地
下
か
ら
湧
き
出
て
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く
る
神
秘
的
な
力
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
の
で
は
な
い
世
界
を
築
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
の
最
も
痛
切
な
願
い
と
は
、

そ
う
し
た
世
界
の
一
部
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た

─
彼
は
天
才
や
あ
る
種
の
偉
大
さ
の
化
身
に
は
な
り
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る（（（0
（

。

　

カ
フ
カ
の
物
語
は
、
そ
う
し
た
世
界
を
構
築
す
る
た
め
の
設
計
図
な
の
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
論
じ
る
。
そ
の
時
に
使
わ
れ
る
能
力
が
構

想
力
で
あ
る
。

そ
の
同
じ
構
想
力

─
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
言
葉
で
い
え
ば
「
現
実
の
自
然
が
与
え
る
素
材
か
ら
、
別
の
自
然
を
創
り
出
す
」
構

想
力

─
が
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
同
様
に
家
を
建
築
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
設
計
図
は
、
自
分

の
構
想
力
に
よ
っ
て
建
築
家
の
意
図
と
未
来
の
現
わ
れ
を
想
像
＝
実
現�realize�/�vorstellen�

し
よ
う
と
欲
し
、
そ
う
で
き
る
人

が
い
な
け
れ
ば
、
理
解
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る（（01
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
受
容
す
る
方
の
構
想
力
を
普
段
か
ら
使
わ
ず
、「
た
だ
小
説
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
、
登
場
人
物
の
一
人
に
同
一
化
す
る

だ
け
が
能
で
あ
る
読
者
た
ち
は
、
カ
フ
カ
を
読
む
と
ま
っ
た
く
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
」。
彼
ら
は
、「
自
分
の
人
生
の
あ
り
ふ
れ
た
狭
い

安
全
な
枠
組
み
が
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
よ
り
も
出
来
事
や
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
望
ん
だ（（0（
（

」。『
全
体
主
義
の
起
原
』
で
論
じ
ら
れ
た
モ
ブ
と
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
結
託
に
つ
な
が
っ
て
い
く
議
論
で
あ
る（（00
（

。
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
登
場
人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と�em

pathy�

は

想
像
＝
構
想
力
を
使
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
平
穏
無
事
な
世
界
に
生
き
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
と
っ
て
、

偉
人
、
天
才
、
例
外
者
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
は
好
奇
心
を
満
た
す
も
の
だ
っ
た
。

［
…
］
彼
ら
は
そ
の
同
じ
世
界
の
人
び
と
の
眼
に
は
何
か
超
人
的
な
る
も
の
の
不
思
議
で
す
ば
ら
し
い
化
身
と
し
て
映
っ
た
。
そ
の
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超
人
的
な
る
も
の
は
、（
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
場
合
の
よ
う
に
（
運
命
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
の
よ
う
に
（
歴
史
と
呼

ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
（［
…
］
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
合
の
よ
う
に
（
神
の
意
志
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、（［
…
］
ニ
ー
チ
ェ
の

場
合
の
よ
う
に
（
必
然
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た（（00
（

。

　

つ
ま
り
、
構
想
力
を
使
わ
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
読
者
た
ち
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
自
然
的
な
生
活
条
件
を
所
与
の
も
の
と
見
な
し
、
実
在

な
い
し
虚
構
の
天
才
が
起
こ
す
（
自
分
の
人
生
に
は
あ
り
え
な
い
（
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
楽
し
む
。
確
か
に
こ
の
姿
勢
は
、「
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
フ

カ
」
が
望
む
「
人
間
の
欲
求
と
人
間
の
尊
厳
に
一
致
し
た
世
界
を
築
き
上
げ
る
」
こ
と
か
ら
は
程
遠
い
。
こ
こ
で
は
、
天
才
は
単
な
る
ブ

ル
ジ
ョ
ア
た
ち
の
気
晴
ら
し
や
慰
み
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

カ
ン
ト
は
［
…
］
ま
だ
天
才
を
「
自
然
が
そ
れ
を
通
じ
て
技
芸
に
規
則
を
与
え
る
生
得
的
な
心
的
素
質
」
と
定
義
し
て
い
た
。
私
は

こ
の
定
義
に
は
同
意
し
な
い
。
私
は
、
天
才
と
は
、
む
し
ろ
「
人
類
」
が
そ
れ
を
通
じ
て
技
芸
に
規
則
を
与
え
る
傾
向
性
で
あ
る
と

考
え
る
。
し
か
し
、
い
ま
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
の
定
義
に
お
い
て
も
、
ま
た
彼
の
よ
り
十
全
な
説
明
に

お
い
て
も
、
私
た
ち
を
驚
か
せ
る
の
は
、
空
虚
な
偉
大
さ
が
全
く
そ
こ
に
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
空
虚
な
偉
大
さ
は
、
一
九
世
紀

全
体
を
通
じ
て
、
天
才
を
超
人
の
先
駆
者
に
、
一
種
の
怪
物
の
先
駆
者
に
し
て
し
ま
っ
た（（00
（

。

　

ア
ー
レ
ン
ト
が
「
あ
る
戦
い
の
記
録
」
か
ら
見
出
し
た
、「
頽
落
」
し
た
生
き
方
の
う
ち
の
④
「
天
才
を
褒
め
称
え
る
芸
術
の
世
界
に

逃
げ
る
こ
と
」
は
ど
う
批
判
で
き
る
か
が
こ
れ
で
わ
か
っ
た
。
そ
の
生
き
方
は
、
自
ら
が
生
ま
れ
落
ち
た
生
活
条
件
を
自
然
化
し
自
明
視

す
る
「
自
然
主
義
」
で
も
あ
り
、
統
一
的
・
包
括
的
な
体
系
に
救
い
を
求
め
る
「
目
的
論
」
で
も
あ
る
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
肯

定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
二
つ
の
カ
フ
カ
論
に
〈
範
例
〉
の
話
は
な
く
、
人
間
が
自
ら
の
尊
厳
を
守
れ
る
世
界
を
こ
の

世
に
構
築
す
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
後
期
の
著
作
（「
見
晴
ら
し
の
よ
く
な
い
…
…
」
で
説
明
済
み
（
ほ
ど
に
は

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
既
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
『
判
断
力
批
判
』
を
通
じ
て
知
っ
て
い
た
〈
構

想
力
〉
の
概
念
は
、
こ
の
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
主
義
と
目
的
論
、
す
な
わ
ち
〈
社
会
的
な
も
の
〉
に
対
す
る
抵
抗
感
と
共
に
構
想

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（（00
（

。

五　

課
題
と
結
論

　

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
課
題
と
な
る
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
①
〈
構
想
力
〉
論
を
以
て
し
て
も
柄
谷
行
人
の
批
判

─
範
例

を
挙
げ
て
説
明
さ
れ
た
美
的
判
断
に
も
納
得
し
な
い
人
は
い
る
、
し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
政
治
的
生
に
も
セ
ク
ト
化
が
起
こ
り

う
る
、
と
い
う
批
判

─
を
払
拭
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
②
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
い
て
は
法
論
、
す
な
わ
ち
政
治
体
制

論
が
弱
い
と
い
う
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
か
ら
の
指
摘
も
あ
る（（00
（

。
さ
ら
に
は
、
③
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
自
然
主
義
」
批
判
に
対
し
て
、「
自

然
」（
た
と
え
ば
、
性
（
と
は
本
当
に
変
え
ら
れ
な
い
所
与
の
も
の
か
、
そ
れ
も
ま
た
人
為
的
な
線
引
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
的
な
批
判
を
後
方
か
ら
加
え
る
こ
と
も
で
き
る（（00
（

。

　

い
ず
れ
も
難
し
い
指
摘
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
他
者
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、「
そ
こ
か
ら
始
め
る
し
か
な
い（（00
（

」
と
し
か
言

え
な
い
。
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
か
ら
は
引
き
出
せ
な
い
新
た
な
理
論
を
構
築
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
行
な
っ
た

他
の
思
想
家
に
着
目
す
る
以
外
に
な
い
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
が
、
本
論
文
で
私
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
と
、〈
構
想
力
〉
論
に
至
る
彼
女
の
後
期

思
想
と
の
直
接
的
・
間
接
的
関
係
を
論
じ
た
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」
に
対
す
る
批
判
が
バ
ッ
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ク
ボ
ー
ン
に
あ
る
と
述
べ
た
。〈
社
会
的
な
も
の
〉
は
、
人
間
の
本
来
的
な
生
命
力
を
理
想
化
す
る
か
、
ま
た
は
（
東
側
の
社
会
主
義
（、
人

や
物
を
消
費
の
対
象
と
し
か
見
な
い
（
西
側
の
資
本
主
義
（
と
い
う
点
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
彼
女
は
主
意
主
義
者
で
は
な
い
。
人
間
の
自
由
を
理
論
と
し
て
祭
壇
に
奉
る
こ
と
は
、
結
局
は
「
目
的
論
」
に
引
き

込
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
見
晴
ら
し
の
よ
く
な
い
複
数
の
席
」
と
題
し
た
三
つ
の
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
彼
女
の
主
張
す
る
人

間
の
政
治
的
生
は
制
約
さ
れ
て
い
る
。〈
活
動
〉
し
〈
判
断
〉
す
る
主
体
を
〈
複
数
性
〉
と
い
う
関
係
の
網
の
目
に
織
り
込
む
こ
と
で
、

彼
女
は
「
目
的
論
」
を
避
け
た
の
で
あ
る（（00
（

。

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
・
道
徳
哲
学
上
の
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
私
は
思
う
。
く
だ
け
た
言
葉

を
用
い
る
な
ら
、
彼
女
が
打
ち
出
し
た
人
間
像
は
「
自
分
ひ
と
り
」
と
「
み
ん
な
」
の
中
間
に
あ
る
。
第
二
章
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
彼

女
は
ま
ず
、「
自
分
ひ
と
り
」
の
哲
学
、
す
な
わ
ち
他
者
の
存
在
を
顧
み
な
い
哲
学
か
ら
距
離
を
取
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
み
ん
な
」
の

哲
学
、
す
な
わ
ち
、
人
間
存
在
を
特
定
の
共
同
体
と
の
自
然
的
な
紐
帯
（
人
種
や
階
級
な
ど
（
の
中
へ
と
解
消
さ
せ
る
「
自
然
主
義
」
や
、

人
間
存
在
を
大
文
字
の
人
類
へ
と
解
消
さ
せ
、
そ
の
目
的
＝
終
局
に
至
る
軌
道
と
し
て
歴
史
を
描
く
「
目
的
論
」
の
哲
学
か
ら
も
、
彼
女

は
距
離
を
取
る
。
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
み
ん
な
」
す
な
わ
ち
大
文
字
の
人
類
や
、
そ
の
歴
史
を
見
抜
い
た
と
自
称
す
る
歴
史
家
は
、「
ひ

と
り
」
と
変
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。「
自
分
ひ
と
り
」
の
哲
学
に
対
す
る
彼
女
の
批
判
は
、
若
い
時
分
に
彼
女
の
心
を
と
ら
え
た
実
存
哲

学
か
ら
の
離
反
と
言
え
る
。「
み
ん
な
」
の
哲
学
に
対
す
る
批
判
は
、
彼
女
に
と
っ
て
は
西
洋
哲
学
・
思
想
史
全
体
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
「
み
ん
な
」
の
哲
学
を
打
ち
立
て
た
い
と
い
う
誘
惑
に
屈
し
て
し
ま
っ
た
犠
牲
者
と
し
て
、
彼
女
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
の
名
を
挙
げ
る
（
注
六
八
や
一
二
三
を
付
し
た
引
用
に
あ
る
通
り
（。
そ
の
批
判
が
フ
ェ

ア
な
も
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
言
う
「
自
分
ひ
と
り
」
と
「
み
ん
な
」
の
哲
学
の
両
方
に
対
す
る
批
判
を
反
省
的
に

行
な
っ
た
点
こ
そ
が
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
家
と
し
て
の
独
自
性
で
あ
る
と
結
論
で
き
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
社
会
論
や
後
期
思
想
（
さ
ら
に
は
次
の
補
論
で
扱
う
政
治
論
（
は
、
こ
の
問
題
意
識
か
ら
の
応
用
・
発
展
さ
せ
た
も
の
だ



� 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集58号（平成30年度）

 46

と
見
な
い
こ
と
に
は
、
思
想
史
と
し
て
も
哲
学
と
し
て
も
あ
ら

0

0

ば
か
り
が
目
立
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
も
こ
れ
ほ
ど
ま

で
に
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
が
盛
ん
な
今
日
に
あ
っ
て
、
単
な
る
あ
ら

0

0

探
し（（01
（

で
は
な
い
ア
ー
レ
ン
ト
論
は
ま
だ
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
の
が

私
の
動
機
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
私
は
、
本
論
文
が
そ
う
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
期
す
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト

の
社
会
論
と
後
期
思
想
と
い
う
二
つ
の
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
間
に
連
絡
通
路
を
開
き
、
彼
女
の
よ
り
抽
象
的
・
包
括
的
な
問
題
意
識
へ
の

そ
こ
か
ら
の
道
筋
も
示
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
哲
学
的
・
政
治
的
な
位
置
づ
け
が
見
え
や
す
く
な
り
、
単
な
る
権
威

づ
け
や
装
飾
の
た
め
の
引
用
で
は
な
い
、
彼
女
の
思
想
の
よ
り
適
切
な
「
利
用
」
が
広
ま
れ
ば
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
本
論
部
で
示
さ
れ

た
彼
女
の
深
い
問
題
意
識
に
つ
い
て
の
記
述
が
、
彼
女
に
対
す
る
批
判
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
フ
ェ
ア
で
あ
る
か
ア
ン
フ
ェ
ア
で
あ
る
か
を

判
別
す
る
基
準
と
な
れ
ば
と
も
思
う
。
し
ば
し
ば
長
大
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
注
釈
は
、
そ
の
い
く
つ
か
の
実
演
で
あ
る
。

六　

補
論

㈠　
〈
社
交
性
〉
は
〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
は
異
な
る

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
〈
社
交
性�Geselligkeit�/�sociability
〉
の
概
念
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
す
れ
違
い
を
見
て
お
こ
う
。

　

カ
ン
ト
は
『
第
三
批
判
』
で
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

美
し
い
も
の
が
経
験
的
に
関
心
を
ひ
く
の
は
、
た
だ
社
会

0

0

の
う
ち
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
へ
の
衝
動
が
人
間
に
と
っ
て
自
然

で
あ
る
と
認
容
さ
れ
、
だ
が
社
会
に
対
す
る
有
能
性
と
性
癖
、
す
な
わ
ち
社
交
性

0

0

0

が
、
社
会
の
た
め
に
規
定
さ
れ
た
被
造
物
と
し
て

の
人
間
の
要
件
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
性

0

0

0

に
属
す
る
特
性
と
し
て
認
容
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
趣
味
も
ま
た
、
ひ
と
が
自
分
の
感
情

0

0
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す
ら
も
他
の
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
伝
達
で
き
る
よ
う
な
す
べ
て
の
も
の
の
判
定
能
力
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
各
人
の
自
然
的
傾
向
性
が

要
求
す
る
も
の
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う（（0（
（

。

　

そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
無
人
島
に
取
り
残
さ
れ
た
人
間
は
、
自
分
の
家
や
自
分
自
身
を
花
な
ど
で
飾
ろ
う
と
も
し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
喩

え
を
挙
げ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
〈
社
交
性
〉
の
概
念
を
、
人
間
世
界
の
最
高
位
の
観
客
席

─
開
化�K

ultur�

の
終
局
地
点

─
に
祭
り
上
げ
よ
う
と
は
考
え
な
い
の
で
、「
社
交
性
は
、
人
間
の
人
間
性
の
ゴ
ー
ル
で
は
な
く
、
起
源
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
（
（00
（

」
と
読
み
解
く
。
つ
ま
り
、
社
交
性
は
人
間
の
「
根
源
的
契
約
」、
世
界
性
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
言
葉
が
似
て
い
る
と
は
い
え
、

彼
女
に
と
っ
て�sociability�
は�the�social�

と
は
関
係
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
、「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」
に
も
こ
の
解
釈
で
切

り
込
ん
で
ゆ
く
。
い
わ
く
、「
い
か
な
る
国
家
も
他
国
と
の
戦
争
に
お
い
て
、
将
来
の
平
和
に
際
し
、
相
互
の
信
頼
関
係
を
不
可
能
に
し

て
し
ま
う
よ
う
な
敵
対
行
為
を
す
べ
き
で
は
な
い（（00
（

」
と
い
う
第
六
予
備
条
項
は
「
活
動
の
た
め
の
定
言
命
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の（（00
（

」
で

あ
り
、「
世
界
市
民
法
は
、
普
遍
的
な
歓
待�H

ospitalität�

を
う
な
が
す
諸
条
件
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る（（00
（

」
と
い
う
第
三
確
定
条
項

は
「
社
交
性
と
伝
達
可
能
性
か
ら
直
接
導
き
出
さ
れ（（00
（

」
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
に
よ
る
「
中
国
的
平
和
」

へ
の
拒
絶
を
理
解
し
て
い
た
が
、
彼
女
の
場
合
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
が
、
国
家
の
〈
複
数
性
〉
と
、
そ
れ
と
の
関
連
が
わ
か
ら

な
い
国
際
主
義
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
永
遠
平
和
論
」
の
読
み
の
是
非
に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
と
し
て
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
交
性
〉
観
と
カ
ン
ト
の
そ

れ
と
の
間
に
あ
る
す
れ
違
い
が
こ
こ
で
見
え
て
く
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
社
会
の
中
で
の
美
と
い
う
の
に
は
、
感
覚
を
通
じ
た
快
楽
の
享

受
か
ら
抜
け
出
し
て
い
る
限
り
で
、
と
い
う
但
し
書
き
が
つ
く（（00
（

。
ま
た
、
天
才
の
作
品
は
社
会
に
お
い
て
継
承�N

achfolge�

さ
れ
る
の

が
望
ま
し
い
の
で
あ
っ
て
、
模
倣�N

achahm
ung�

に
堕
し
て
し
ま
え
ば
開
化
は
遅
滞
す
る（（00
（

。
ち
な
み
に
継
承
と
い
う
の
は
、
他
の
天
才

た
ち
が
独
創
性
を
刺
激
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（（00
（

。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、〈
社
交
性
〉
に
も
い
わ
ば
「
頽
落
」
の
形
態
が
あ
り
う
る
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
カ
ン
ト
の
「
非
社
交
的

0

0

0

0

社
交
性
」
論
の
帰
結
を
（
お
そ
ら
く
意
図
的
に
（
論
じ
な
い
。
カ
ン
ト

に
と
っ
て
、
個
々
人
が
持
つ
非
協
調
性
や
暴
力
性
は
、
も
し
そ
の
人
が
『
第
二
批
判
』
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
し
た

ら
、
要
求
の
水
準
が
一
段
下
で
あ
る
と
こ
ろ
の
外
的
な
国
家
と
支
配
者
の
支
配
の
下
で
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（01
（

。
諸
国
家
の
非
協

調
性
や
暴
力
性
、
つ
ま
り
ホ
ッ
ブ
ズ
の
言
う
「
自
然
状
態
」
は
、
持
続
的
に
拡
大
す
る
連
盟
の
も
と
で
ゆ
る
や
か
に
保
た
れ
る
べ
き
だ（（0（
（

、

と
、
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
そ
う
し
た
法
論
は
「
退
屈
で
衒
学
的
」
で
あ
り
、「
も
し
法
哲
学
一
般
を
勉
強
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、

カ
ン
ト
で
は
な
く
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
や
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
し
ょ
う（（00
（

」
と

ま
で
彼
女
は
述
べ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、〈
社
交
性
〉
の
概
念
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
法
論
抜
き
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、〈
世

界
〉
の
中
で
複
数
の
人
々
が
出
会
う
た
め
の
基
本
条
件
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（（00
（

。

　

さ
て
、
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
「
パ
ー
リ
ア
と
彼
女
の
影
」（
初
出
一
九
九
五
年
（
に
お
い
て
、〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
以
下
の
よ
う
に

区
別
し
て
い
る
。

第
一
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、「
社
会
」
的
な
る
も
の
は
、
資
本
制
に
お
け
る
商
品
交
換
経
済
の
成
長
を
指
し
て
い
る
。
第
二
の

レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、「
社
会
」
的
な
る
も
の
は
、「
大
衆
社
会
」
の
局
面
を
示
し
て
い
る
。
第
三
の
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
も
っ
と

も
検
証
を
受
け
て
い
な
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
社
会
的
な
る
も
の
は
、「
社
交
性
」、
つ
ま
り
、
市
民
社
会
と
市
民
的
な
結
社
に
お
け
る

生
活
の
あ
り
方
を
意
味
し
て
い
る（（00
（

。

　

三
つ
目
以
外
は
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
の
定
義
と
似
て
い
る
。「
商
品
交
換
経
済
の
成
長
」
と
は
、
人
や
物
を
手
段
扱
い
し
、
そ
の
有
用
性
で
評

価
す
る
見
方
の
普
及
で
あ
る
。
大
衆
社
会
は
、
既
に
説
明
し
た
「
誰
で
も
な
い
者
」
の
社
会
、
つ
ま
り
生
ま
れ
落
ち
た
生
活
条
件
を
所
与
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と
見
な
し
、
そ
こ
に
安
住
す
る
「
自
然
主
義
」
の
浸
透
で
あ
る
。〈
社
交
性
〉
へ
の
着
目
は
確
か
に
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
独
自
の
も
の
で
、
お
そ

ら
く
『
判
断
力
批
判
』
か
『
カ
ン
ト
講
義
』
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
社
交
性
を
「
人
間
の
相
互
作
用
や
、
服
装
、
食

事
、
余
暇
、
一
般
的
に
は
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
た
趣
味
の
諸
様
式
、
美
意
識
、
宗
教
、
公
民
と
し
て
の
礼
節
や
心
得
の
違
い
、
社

会
科
の
パ
タ
ン
、
結
婚
、
友
情
、
知
り
合
い
、
そ
し
て
商
業
的
な
交
換
の
形
」
と
捉
え
る（（00
（

。
そ
し
て
彼
女
は
、
サ
ロ
ン
こ
そ
が
そ
の
発
現

の
場
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
か
つ
て
、
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
（
レ
ヴ
ィ
ン
（
に
つ
い
て
研
究
し
た
こ
と
が
あ

る
わ
け
だ
が
、
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
は
「
サ
ロ
ン
と
い
う
現
象
、
サ
ロ
ン
に
お
け
る
女
性
上
位
、
サ
ロ
ン
が
持
つ
独
特
の
公
的
空
間
、
サ
ロ
ン
と

は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
相
互
行
為
、
語
り
、
著
述
の
形
式
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
に
と
っ
て
非
常
に
興
味

深
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
」
と
述
べ
る（（00
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
曲
解
で
あ
る
。
サ
ロ
ン
と
い
う
空
間
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
公
共
性

を
見
出
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
引
用
し
て
き
た
著
作
群
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
カ
ン
ト
講
義
』
に
お

い
て
〈
社
交
性
〉
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
〈
社
会
的
な
も
の
〉
と
は
関
係
が
な
い
。
関
係
が
あ
る
と
し
た
ら
、
言
葉
が
似

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

㈡　

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
奇
妙
な
」
国
民
国
家
批
判
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
た
ロ
ジ
ッ
ク

　

こ
の
節
で
は
、
イ
ス
ト
ヴ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
の
短
い
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
に
答
え
る
形
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
国
民
国
家
批
判
も
ま
た
「
自
然

主
義
」
と
「
目
的
論
」
批
判
の
「
応
用
例
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

ホ
ン
ト
は
「
分
断
さ
れ
た
人
類
の
永
続
的
な
危
機
」
に
お
い
て（（00
（

、『
起
原
』
の
「
人
権
の
ア
ポ
リ
ア
」
の
章
と
『
革
命
に
つ
い
て
』
の

「
社
会
問
題
」
の
章
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
奇
妙
な
」（
同
論
文
三
六
三
頁
（
国
民
国
家
批
判
を
批
判
的
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
彼
の
議
論
は
以
下
の
三
段
階
を
辿
る
。
す
な
わ
ち
、
①
封
建
制
下
の
狭
量
な
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
、
②「
可
死
の
神
」
た
る

ホ
ッ
ブ
ズ
的
絶
対
主
義
国
家
、
③
侵
略
も
戦
争
も
し
な
い
小
規
模
な
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
、
あ
ま
り
真
剣
で
な
い
国
際
主
義
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を
当
初
構
想
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
…
…
の
三
段
階
で
あ
る
。
②
は
①
の
破
壊
を
、
③
は
②
の
破
壊
を
狙
っ
て
い
た
。
対
外
戦
争
の

中
で
、
③
が
国
際
主
義
を
捨
て
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
が
目
指
し
て
い
た
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
」
の
終
焉
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
興
隆

が
、
フ
ラ
ン
ス
に
も
周
辺
諸
国
に
も
も
た
ら
さ
れ
た
…
…
と
、
以
上
が
ホ
ン
ト
の
結
論
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
軽
く
参
照
さ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
人
権
の
ア
ポ
リ
ア
」
論
は
、
③
の
立
場
に
立
っ
て
②
を
批
判
す
る
も

の
、
と
ホ
ン
ト
は
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
正
し
い
。
し
か
し
『
革
命
に
つ
い
て
』
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
批
判
に
つ
い
て
、
彼
は
「
奇
妙
」
と
首
を

傾
げ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
論
文
の
議
論
を
追
え
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
歴
史
的
に
ど
ち
ら
の
方
に
肩
入
れ
す
る
か
し
な
い
か
を
考
え
ず
、

②
も
③
も
批
判
し
た
と
考
え
れ
ば
筋
が
通
る
話
な
の
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、〈
制
作
〉
の
能
力
の
限
界
を
指
摘
す
る
中
で
展
開
さ
れ

た
彼
女
の
ホ
ッ
ブ
ズ
批
判
が
あ
る（（00
（

。
こ
れ
は
「
目
的
論
」
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
批
判
は
も
ち
ろ
ん
「
自
然
主
義
」
批
判

で
あ
る
。
こ
の
問
題
意
識
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
一
貫
し
て
お
り
、
何
も
「
奇
妙
な
」
こ
と
は
な
い
。

　

補
論
は
以
上
で
あ
る
。

（
（
（��

「
自
然
主
義
」
と
い
う
語
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
道
徳
的
な
事
実
や
性
質
は
自
然
に
実
在
す
る
、
と
い
う
メ
タ
倫
理
学
的
主
張
（
佐
藤
岳
詩
『
メ

タ
倫
理
学
入
門
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
八
九
─
一
二
七
頁
を
参
照
（
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

�
�

「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」、
こ
の
二
つ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
主
義
（
の
名
の
下
に
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
二
つ
は
、
同
じ

コ
イ
ン
の
表
と
裏
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
う
で
な
い
と
主
張
す
る
論
者
も
い
る
。
Ｓ
・
Ｄ
・
ワ
ル
シ
ュ
「
目
的
論
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
徳
、
正
し

さ
」（
荻
原
理
訳
（、
加
藤
尚
武
・
児
玉
聡
監
訳
『
徳
倫
理
学
基
本
論
文
集
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
三
頁
注
一
一
を
参
照
。
と
は
い
え

私
は
、
同
じ
著
者
の
『
政
治
学
』『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
か
ら
引
き
出
せ
る
二
要
素
だ
と
い
う
程
度
の
意
味
で
彼
の
名
を
挙
げ
た
。

（
（
（��

私
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、T

hom
as�N

ipperdey,�

“Neugier,�Skepsis�und�das�Erbe�–�V
om
�N
utzen�und�N

achteil�der�Geschichte�
für�das�Leben,

”� Nachdenken über die deutsche G
eschichte,�C.�H

.�Beck,�（（（（,�S.（-（0�;�Reinhart�K
oselleck,�

“Vom
�Sinn�und�U

nsinn�
der�Geschichte,

”� Vom
 Sinn und U

nsinn der G
eschichte,�Suhrkam

p,�（0（（,�S.（-（（
と
い
っ
た
、
戦
後
（
西
（
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
た
ち
の
歴
史
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論
で
あ
る
。

（
（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
を
囲
ん
で
行
な
わ
れ
た
一
九
七
二
年
の
会
合
で
、
彼
女
は
友
人
の
作
家
メ
ア
リ
ー
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
か
ら
〈
政
治
的
な
も
の
〉
と

〈
社
会
的
な
も
の
〉
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
指
摘
を
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
あ
ら
ゆ
る
所
与
の
時
代
に
お
い
て
何

が
公
的
に
な
る
か
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
ま
る
き
り
異
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
え
ま
す
」
と
答
え
て
い
る
。
“On�H

annah�A
rendt,

”�M
elvyn�

H
ill�

（ed.
（,� H

annah A
rendt, the R

ecovery of the Public W
orld,�St.�M

artin ’s�Press,�（（（（,�p.（（（.�

し
か
し
こ
れ
は
説
得
力
の
あ
る
答
え
で
は

な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
彼
女
の
社
会
論
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
よ
り
大
き
な
問
題
意
識
の
ひ
と
つ
の
応
用
例
と
し
て
捉
え
る
方
が

や
は
り
生
産
的
な
の
で
あ
る
。

（
（
（��H

anna�F.�Pitkin,� T
he A

ttack of the B
lob,�U

niversity�of�Chicago�Press,�（（（（,�pp.（-（.�

（
（
（��

ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
権
力
概
念
」、『
哲
学
的
・
政
治
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

上
』、
村
上
隆
夫
訳
、
未
來
社
、

一
九
九
九
年
、
三
四
〇
頁
。

（
（
（��

同
右
、
三
三
〇
、
三
四
一
頁
を
参
照
。

（
（
（��Jean�L.�Cohen�and�A

ndrew
�A
rato,� C

ivil Society and Political T
heory,�the�M

IT
�Press,�（（（（,�pp.（（（-（00.

�
�

他
に
も
、
ジ
ョ
ン
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
は
単
に
「
エ
リ
ー
ト
主
義
的
」「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
」
だ
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
経
済
社
会
論
を
斥
け
て

い
る
。
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
『
市
民
社
会
論
』、
吉
田
傑
俊
監
訳
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
二
五
四
─
二
五
七
頁
を
参
照
。
な
お
マ
イ
ケ
ル
・
ウ

ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
る
扱
い
も
同
じ
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
「
市
民
社
会
論
─
社
会
再
編
へ
の
道
」、『
政
治
的
に
考
え
る
』、
萩
原
能
久
・
齋
藤
純

一
監
訳
、
風
行
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
九
─
二
二
〇
頁
参
照
。

（
（
（��

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
「
一
九
九
〇
年
新
版
へ
の
序
言
」、『
公
共
性
の
構
造
転
換
』、
細
谷
貞
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九
九
四
年
、xxxvii-xxxviii

頁
。
訳

文
を
改
め
た
。H
aberm

as,� Strukturw
andel der Ö

ffentlichkeit,�Suhrkam
p,�（（（0,�S.（（-（（�

を
参
照
。［　

］
内
引
用
者
、
強
調
原
著
者
。

（
（
（��

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
事
実
性
と
妥
当
性　

下
』、
河
上
倫
逸
・
耳
野
健
二
訳
、
未
來
社
、
二
〇
〇
三
年
、
九
七
頁
。

（
（0
（��

同
右
、
一
〇
〇
─
一
〇
一
頁
。

（
（（
（��Cohen�and�A

rato,� op. cit.,�p.（（（.�［　

］
内
引
用
者
。

（
（（
（��

Ibid,�p.（0.�［　

］
内
引
用
者
。
強
調
を
消
し
た
。

（
（（
（��

こ
こ
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
純
一
『
公
共
性
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
二
─
八
八
頁
お
よ
び
川
原
彰
『
現
代
市
民
社
会
論
の

新
地
平
』、
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
九
─
一
八
二
頁
を
参
照
。
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（
（（
（��Pitkin,� op. cit.,�pp.（（-（（.

（
（（
（��

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
』、
寺
島
俊
穂
訳
、
未
來
社
、
一
九
八
一
年
、
一
七
五
─
一
七
九
頁
。

（
（（
（��Pitkin,� op. cit.,�p.（（（,�（（0f.,�（（（f

を
参
照
。

（
（（
（��

Ibid.,�p.（ff.

（
（（
（��

Ibid.,�pp.（（（-（（0.

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
「
政
治
に
お
け
る
嘘
」、『
暴
力
に
つ
い
て　

共
和
国
の
危
機
』、
山
田
正
行
訳
、
み
す
ず
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
─
七

頁
。
訳
文
を
改
め
た
。A

rendt,�

“Lying�in�Politics,

”� Crises of the R
epublic,�H

oughton�M
ifflin�H

arcourt,�（（（（,�p.（

を
参
照
。

（
（0
（��

ア
ー
レ
ン
ト
「
身
か
ら
出
た
さ
び
」、『
責
任
と
判
断
』、
中
山
元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
年
、
四
七
二
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。

A
rendt,�

“Hom
e�to�Roost,

”� Responsibility and Judgm
ent,�Jerom

e�K
ohn�（ed.

（,�Schocken�Books,�（00（,�pp.（（（-（（（

を
参
照
。

（
（（
（��

同
右
、
四
七
四
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。Ibid.,�p.（（（�

を
参
照
。

（
（（
（��

こ
れ
は
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
や
ピ
ト
キ
ン
に
よ
る
定
義
と
同
じ
で
あ
る
。
注
一
四
─
一
五
を
参
照
。

（
（（
（��

も
ち
ろ
ん
私
の
こ
の
区
別
も
暫
定
的
な
も
の
な
の
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
が
「
自
然
主
義
」
と
「
目
的
論
」
の
両
方
に
同
時
に
及
ぶ
こ
と
も

あ
る
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
『
ラ
ー
エ
ル
・
フ
ァ
ル
ン
ハ
ー
ゲ
ン
』、
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
頁
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
『
全
体
主
義
の
起
原
二　

帝
国
主
義
』、
大
島
通
義
・
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
三
〇
三
─
三
二
八
頁
。

（
（（
（��

『
人
間
の
条
件
』、
六
四
頁
。［　

］
内
引
用
者
。
訳
文
を
改
め
た
。A

rendt,� T
he H

um
an C

ondition,�U
niversity�of�Chicago�Press,�（（（（,�

pp.（0-（（�

参
照
。
以
下� H

C
 

と
略
記
。

（
（（
（��

『
人
間
の
条
件
』、
二
五
七
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。H

C,�p.�（（（�

を
参
照
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
と
、
権
力
は
複
数
の
人
間
た
ち
が
共
同
で
公
的
に
〈
活
動
〉
し
な
い
と
発
生
し
な
い
。
暴
力
は
独
り
の
僭
主
で
も
発
揮
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
人
民
の
支
持
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
実
は
無
力�O

hnm
acht�

で
あ
る
。『
人
間
の
条
件
』、
三
二
一
─
三
三
二
頁
（
第
二
九
節
（

お
よ
び
ア
ー
レ
ン
ト
「
暴
力
に
つ
い
て
」、『
暴
力
に
つ
い
て
』、
九
七
─
一
七
五
頁
を
参
照
。

（
（（
（��A

rendt,� Ü
ber die R

evolution,�Piper,�（0（（,�S.�（（（.�［　

］
内
引
用
者
。

（
（0
（��

そ
の
意
味
で
、「
徳
・
権
利
・
作
法
」
に
お
け
る
Ｊ
・
Ｇ
・
Ａ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
議
論
は
「
ア
ー
レ
ン
ト
的
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
ポ
ー

コ
ッ
ク
「
徳
・
権
利
・
作
法
」、『
徳
・
商
業
・
歴
史
』、
田
中
秀
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
七
一
─
九
八
頁
（
第
二
章
（
を
参
照
。
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「
ア
ー
レ
ン
ト
的
」
と
い
う
表
現
は
八
三
頁
か
ら
。
古
代
的
徳
に
ま
つ
わ
る
言
説
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
商
業
社
会
と
法
学
的
・
自
由
主
義
的

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
進
展
に
伴
い
、
作
法�m

anners�

と
し
て
形
を
変
え
て
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
そ
こ
で
の
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
議
論
で
あ
る
。
な
お
、

ア
ー
レ
ン
ト
と
ポ
ー
コ
ッ
ク
の
（
特
に
合
衆
国
と
「
腐
敗
」
の
関
係
に
対
す
る
（
問
題
意
識
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
。M

ira��
L.�Siegelberg,�

“Things�Fall�A
part�:�J.�G.�A

.�Pocock,�H
annah�A

rendt,�and�the�Politics�of�T
im
e,

”� M
odern Intellectual H

istory,�V
ol.（0,�

Cam
bridge�U

niversity�Press,�（0（（,�pp.（0（-（（（.

（
（（
（��

「
文
化
の
危
機
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
二
七
一
─
二
七
二
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。A

rendt,� B
etw

een Past and Future,�Penguin�Books,�
（00（,�pp.（（（-（（（

を
参
照
。
以
下
、B

PF 

と
略
記
。

（
（（
（��

同
右
、
二
七
三
頁
。

（
（（
（��

同
右
。

（
（（
（��

同
右
、
二
九
一
頁
。

（
（（
（��

『
人
間
の
条
件
』、
二
四
八
─
二
四
九
頁
（
第
二
一
節
（。
訳
文
を
改
め
た
。H

C,�pp.�（（（-（（（�

を
参
照
。

（
（（
（��

「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」、『
カ
ン
ト
全
集
七
』、
七
二
頁
（
第
二
章
（。

（
（（
（��

カ
ン
ト
「
判
断
力
批
判　

下
」、『
カ
ン
ト
全
集
九
』、
牧
野
英
二
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
六
頁
（

§�（（

（。

（
（（
（��

「
実
践
理
性
批
判
」、『
カ
ン
ト
全
集
七
』、
一
五
〇
頁
以
降
を
参
照
。

（
（（
（��

カ
ン
ト
「
純
粋
理
性
批
判　

下
」、『
カ
ン
ト
全
集
六
』、
有
福
孝
岳
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
九
一
─
九
二
頁
（B（（（

（。

�
�

〈
意
志
〉
論
の
中
で
で
は
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
精
神
の
生
活　

下
』、
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
三
四
頁
、
つ
ま
り

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
論
の
末
尾
で
、
カ
ン
ト
『
第
一
批
判
』
中
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
を
引
き
合
い
に
出
し
、
人
間
の
「
新
し
く
始
め

る
」
能
力
を
改
め
て
説
明
し
て
い
る
。

（
（0
（��

そ
れ
ぞ
れ
、
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
物
語
る
こ
と
の
持
つ
救
済
力　

一
」、
岩
崎
稔
訳
、『
み
す
ず
』
三
五
一
号
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
二
七
頁
お
よ
び
同
論
文
二
、
同
雑
誌
三
五
二
号
、
五
四
頁
か
ら
。

（
（（
（��Judith�N

.�Shklar,�

“Rethinking�the�Past,

”� Social R
esearch,�V

ol.�（（,�N
o.�（,�the�N

ew
�School�for�Social�Research,�（（（（,�p.�（0.

（
（（
（��O

liver�M
archart,�

“� ‘A
cting�is�fun ’,�A

ktualität�und�A
m
bivalenz�im

�W
erk�H

annah�A
rendts,

”� H
annah A

rendt : V
erborgene 

T
radition – U

nzeitgem
äße A

ktualität?,�H
einlich-Böll-Stiftung�（hrsg.

（,�A
kadem

ie�V
erkag,�（00（,�（（0ff�

を
参
照
。

（
（（
（��

「
エ
ル
サ
レ
ム
で
の
被
告
人
が
思
考
と
判
断
を
喪
失
し
て
い
た
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
［
…
］
人
間
が
共
生
す
る
一
形
態
と
し
て
の
近
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代
大
衆
社
会
の
帰
結
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
思
考
で
き
な
い
こ
と
と
犯
罪
的
な
行
な
い
と
の
間
の
関
連
、
す
な
わ
ち
思
考
と
活
動
＝

行
為
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
問
題
を
も
提
起
し
た
の
で
あ
る
。」、Christian�V

olk,� U
rteilen in D

unklen Zeiten,�Lukas�V
erlag,�（00（,�S.（（（.�

引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ォ
ル
ク
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
社
会
的
な
も
の
〉
批
判
や
近
代
批
判
と
後
期
思
想
と
を
結
び
つ
け
、
一
連
の
問

題
意
識
が
彼
女
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
批
判
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
、
と
論
じ
る
。『
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
が
論
じ
ら
れ
る
点
を
除
い
て
、
同
書
の
論
の
展

開
は
私
の
そ
れ
と
似
て
い
る
。
し
か
し
本
論
文
の
方
は
、「
結
論
」
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
の
哲
学
史
・
思
想
史
全
体
に
お
け
る

位
置
づ
け
を
意
識
し
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
。
私
が
「
思
考
不
可
能
」「
世
界
性
の
喪
失
」
な
ど
と
い
っ
た
ア
ー
レ
ン
ト
語
の
受
け
売
り
を
避
け
、

あ
え
て
抽
象
的
に
彼
女
の
思
想
を
説
明
す
る
の
は
、
本
論
文
の
そ
う
し
た
汎
用
性
を
高
め
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
私
が
『
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
へ
の

言
及
を
避
け
る
の
は
、
彼
女
の
思
想
だ
け
を
論
じ
る
本
論
文
で
は
扱
い
き
れ
な
い
問
題
を
そ
の
本
自
体
が
提
起
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
が

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
加
え
た
悪
名
高
い
告
発
は
、「
セ
ク
ト
化
」
を
嫌
う
彼
女
に
お
い
て
は
一
貫
し
た
行
な
い
だ
と
言
え
る
が
、
そ
れ
が
〈
複
数
〉

の
人
々
の
間
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
、
彼
女
は
あ
ま
り
に
無
頓
着
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
（（
（��

『
精
神
の
生
活　

上
』、
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
二
〇
八
─
二
二
四
頁
（
第
一
八
節
（
を
参
照
。

（
（（
（��

「
だ
が
も
し
、
不
正
を
行
な
う
か
、
そ
れ
と
も
不
正
を
受
け
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
や
む
を
え
な
い
と
す
れ
ば
、
不
正
を
行
な
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
不
正
を
受
け
る
ほ
う
を
選
び
た
い
ね
」、
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』、
加
来
彰
俊
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
七
年
、
七
五
頁
（（（（C

（。

�
�

同
時
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
着
目
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
は
以
下
の
通
り
。「
よ
し
、
ぼ
く
の
リ
ュ
ラ
琴
の
調
子
が
合
わ
な
い
で
不
協
和
な
音
を
だ

す
と
か
、
ぼ
く
が
費
用
を
負
担
す
る
合
唱
隊
が
そ
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
と
か
、
ま
た
、
世
の
大
多
数
の
人
た
ち
が
ぼ
く
に
同
意
し
な
い
で
反
対
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
う
が
ま
だ
し
も
、
ぼ
く
は
一
人
で
あ
る
の
に
、
ぼ
く
が
ぼ
く
自
身
と
不
調
和
で
あ
っ
た
り
、
自
分
に
矛
盾
し
た
こ
と
を
言

う
よ
り
も
、
ま
し
な
の
だ
と
ね
」、
同
右
、
一
一
六
─
一
一
七
頁
（（（（B-C

（。

（
（（
（��

カ
ン
ト
「
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
」、『
カ
ン
ト
全
集
七
』、
平
田
俊
博
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
頁
（
第
一
章
（。
強
調
を

消
し
、
訳
文
を
改
め
た
。「
君
の
意
志
の
格
率
が
、
つ
ね
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
為
し
な
さ

い
」（「
実
践
理
性
批
判
」、
同
書
、
一
六
五
頁
（
と
い
う
言
い
回
し
の
方
が
有
名
だ
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
『
カ
ン
ト
講
義
』
で
引
用
し
て
い
る
の
は

「
基
礎
づ
け
」
の
こ
の
箇
所
で
あ
る
。
表
現
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
命
題
に
最
も
似
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
行
為
す
る
」
と
は
「
活
動
す

る
」
と
も
置
き
換
え
ら
れ
る
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
『
完
訳�

カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
録
』、
仲
正
昌
樹
訳
、
浜
野
喬
士
訳
書
編
、
明
月
堂
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
七
〇
頁
。
訳
文
を
改
め

た
。A

rendt,� Lectures on K
ant’s Political Philosophy,�Ronald�Beiner�（ed.

（,�the�U
niversity�of�Chicago�Press,�（（（（,�p.（（

を
参
照
。
以
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下
、LK

PP

と
略
す
。（　

（
原
著
者
。

�
�

『
カ
ン
ト
講
義
』
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
は
し
ば
し
ば
、
普
遍
的�allgem

ein�

と
い
う
形
容
詞
を�universal�

と
英
訳
せ
ず
、
限
定
的
な
含
み
を
持
た

せ
て
一
般
的�general�

と
訳
し
て
い
る
。

（
（（
（��
ア
ー
レ
ン
ト
「
道
徳
哲
学
の
い
く
つ
か
の
問
題
」、『
責
任
と
判
断
』、
一
〇
四
頁
。
以
下
、「
道
徳
哲
学
」
と
略
す
。
ま
た
、
カ
ン
ト
「
た
ん
な

る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
〇
』、
北
岡
武
司
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七
─
五
八
頁
も
参
照
。
ア
ー
レ
ン
ト
と
カ
ン

ト
の
「
悪
」
論
の
比
較
に
つ
い
て
は�Richard�J.�Bernstein,� H

annah A
rendt and the Jew

ish Q
uestion,�Cam

bridge,�M
IT
�Press,�（（（（,��

pp.（（（-（（（�;�
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
『
根
源
悪
の
系
譜
』、
阿
部
ふ
く
子
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
四
─
三
五
五
頁
を
参
照
。

（
（（
（��

カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
「
純
粋
理
性
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
四
』、
有
福
孝
岳
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
四
三
頁
（
第
二
版
序
言
（
を

参
照
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
つ
い
て
は
「
思
考
と
道
徳
の
問
題
─
W
・
H
・
オ
ー
デ
ン
に
捧
げ
る
」、『
責
任
と
判
断
』、
三
〇
三
頁
お
よ
び
『
精
神
の
生

活�

上
』、
七
五
頁
を
参
照
。

�
�

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
論
拠
は
お
そ
ら
く
『
判
断
力
批
判
』
の
末
尾
（「
目
的
論
に
対
す
る
一
般
的
注
解
」（
で
あ
ろ
う
。「
判
断
力
批
判　

下
」、『
カ
ン
ト
全
集
九
』、
一
八
六
頁
［K
ant,� K

ritik der U
rteilskraft,�Felix�M

einer�V
erlag,�（00（,�S.（（（

］
を
参
照
。
以
下
、『
判
断
力
批

判
』
を
参
照
す
る
よ
う
促
す
際
は
、
特
定
の
頁
を
指
定
す
る
場
合
を
除
き
、
該
当
箇
所
が
あ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
の
番
号
を
本
文
中
で
示
す
。

（
（0
（��

同
右
、
一
六
一
、
一
七
二
頁
。
彼
女
の
こ
の
〈
思
考
〉
か
ら
の
脱
却
を
指
摘
し
て
い
る
文
献
と
し
て
、George�K

ateb,� H
annah A

rendt - 

Politics, C
onscience, E

vil,�M
.�Robertson,�（（（（,�p.（（�

を
参
照
。
こ
の
文
献
は
、
後
に
述
べ
る
〈
判
断
〉
の
限
界
ま
で
を
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
「
市
民
的
不
服
従
」、『
暴
力
に
つ
い
て
』、
五
二
─
六
三
頁
を
参
照
。

（
（（
（��

同
右
、
八
五
頁
。［　

］
内
引
用
者
。
訳
文
を
改
め
た
。R

esponsibility and Judgm
ent,�p.（0�

を
参
照
。

（
（（
（��

同
右
。
同
書
の
「
独
裁
体
制
の
も
と
で
の
個
人
の
責
任
」、
七
一
頁
も
参
照
。
同
じ
比
喩
は
『
精
神
の
生
』
で
も
使
わ
れ
る
。『
精
神
の
生
活　

上
』、
二
〇
五
─
二
〇
六
頁
（
一
七
節
（
を
参
照
。

�
�

彼
女
は
、
こ
の
点
を
含
む
一
連
の
問
題
意
識
を
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
論
じ
て
い
た
一
九
五
〇
年
代
か
ら
既
に
形
に
し
て
い
た
。「
理
解
と
政
治

（
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
（」（
斎
藤
純
一
訳
（、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
二
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
一
頁
を
参
照
。

（
（（
（��

な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
本
人
は
「
ド
イ
ツ
語
のSitte

『
人
倫
』
が
、
ラ
テ
ン
語
のm

ores

『
習
俗
』
と
い
う
語
と
同
様
、
習
慣
や
生
活
様
式
を
意
味
す

る
だ
け
で
あ
る
と
し
て
も
」、「
こ
の
［
実
践
理
性
が
命
ず
る
人
倫
性
の
］
法
則
の
教
え
は
、
何
が
生
起
し
て
、
い
か
な
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
お
よ
び
自
己
の
う
ち
な
る
動
物
性
を
観
察
す
る
こ
と
や
世
情
を
知
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
書
い
て
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い
る
か
ら
で
あ
る
。「
人
倫
の
形
而
上
学
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
一
』、
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
頁
。

（
（（
（��

確
実
に
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
彼
女
は
一
九
五
七
年
に
改
め
て
『
判
断
力
批
判
』
を
読
ん
で
い
る
（
後
述
す
る
が
、
カ
フ
カ
論
が
書
か
れ
た
一

九
四
四
年
時
点
で
既
に
、
彼
女
は
同
書
を
読
ん
で
い
る
か
目
を
通
し
て
い
る
（。

�
�

「
い
ま
は
『
判
断
力
批
判
』
を
読
ん
で
い
て
感
激
は
た
か
ま
る
い
っ
ぽ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
カ
ン
ト
の
真
の
政
治
哲
学
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。『
実

践
理
性
批
判
』
に
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」、『
ア
ー
レ
ン
ト
＝
ヤ
ス
パ
ー
ス
往
復
書
簡
二
』、
大
島
か
お
り
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
九

頁
（
一
九
五
七
年
八
月
二
九
日
（。

�
�

そ
し
て
、
彼
女
は
一
九
六
四
年
の
秋
に
は
シ
カ
ゴ
大
学
で
『
判
断
力
批
判
』
や
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
つ
い
て
の
講
義
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
を
行
な
っ
て
い
る
。『
ア
ー
レ
ン
ト
＝
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
往
復
書
簡
』、
佐
藤
佐
智
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、

三
二
一
頁
（
一
九
六
四
年
ク
リ
ス
マ
ス
（
を
参
照
。

（
（（
（��

「
道
徳
哲
学
」、
一
八
五
─
二
〇
〇
頁
を
参
照
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
が
『
第
三
批
判
』
の
後
篇
を
な
す
目
的
論
的
判
断
力
を
扱
わ
な
い
理
由
に
つ
い
て
言
う
と
、
も
ち
ろ
ん
「
目
的
論
」
拒
絶
の
た
め

で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
が
、「
自
然
主
義
」
へ
の
拒
絶
に
も
関
係
が
あ
る
。

�
�

カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
自
然
は
基
本
的
に
「
慰
め
の
な
い
偶
然�trostloses�U

ngefähr

」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
世
界
市
民
的
見
地
に

お
け
る
普
遍
史
の
理
念
」（
福
田
喜
一
郎
訳
（、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
頁
（
第
一
命
題
（
を
参
照
。
し
か
し
、
全

体
（
た
と
え
ば
樹
木
（
は
個
（
枝
葉
（
の
た
め
に
、
そ
し
て
個
は
全
体
の
た
め
に
…
…
と
い
う
有
機
的
な
自
然
の
あ
り
方
は
、
類
比
を
通
じ
て
な

ら
人
間
の
道
徳
性
の
向
上
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。「
判
断
力
批
判　

下
」、『
カ
ン
ト
全
集
九
』、
三
二
頁
（

§�（（

（
お
よ
び
高
峯
一

愚
『
カ
ン
ト
判
断
力
批
判
注
釈
』、
論
創
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
九
一
頁
を
参
照
。

�
�

し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
場
合
は
カ
ン
ト
と
違
い
、
自
然
を
徹
底
的
に
ケ
イ
オ
ス
だ
と
捉
え
る
。『
人
間
の
条
件
』
第
六
章
や
、「
宇
宙
空
間
の

征
服
と
人
間
の
身
の
丈
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
二
六
一
─
二
八
一
頁
で
の
自
然
科
学
批
判
を
見
れ
ば
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
た
と
え

類
比
を
通
し
て
で
あ
れ
、
自
然
に
対
し
て
彼
女
は
一
切
の
考
察
の
余
地
も
設
け
て
い
な
い
。

（
（（
（��

こ
こ
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
判
断
力
〉
論
を
め
ぐ
る
二
つ
の
先
行
研
究
に
異
議
を
唱
え
る
。

�
�

ま
ず
は
セ
イ
ラ
・
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
に
対
し
て
で
あ
る
。「
ア
ー
レ
ン
ト
に
対
立
し
つ
つ
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
共
に
思
考
す
る
」�

こ
と
を
標
榜
す
る
ベ
ン

ハ
ビ
ブ
は
、
“Judgm

ent�and�the�M
oral�Foundations�of�Politics�in�A

rendt ’s�T
hought,

”� Situating the Self, Polity�Press,�（（（（,�
pp.（（（-（（（�

（ch.（

（、
お
よ
び
、
こ
の
論
稿
に
加
筆
を
行
な
っ
た� T

he R
eluctant M

odernism
 of H

annah A
rendt 

のch.（�

に
お
い
て
、
ア
ー
レ
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ン
ト
の
「
気
乗
り
し
な
い
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
に
お
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
「
個
」
と
人
類
全
体

と
い
う
「
普
遍
」
と
の
間
に
、
ま
た
、〈
活
動
〉
概
念
の
ニ
ー
チ
ェ
的
側
面
と
〈
思
考
〉〈
判
断
〉
の
カ
ン
ト
的
側
面
と
の
間
に
緊
張
が
あ
り
、
そ

れ
が
彼
女
を
「
気
乗
り
し
な
い
（
個
別
主
義
的
な
（
モ
ダ
ニ
ス
ト
（
普
遍
主
義
者
（」
た
ら
し
め
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ハ
ビ
ブ
の
こ

の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、「
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は
道
徳
的
な
諸
考
察
を
政
治
的
な
活
動
か
ら
切
り
離
し
た
」（Situating the 

Self,�p.（（（

（
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
確
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
徳
の
政
治
」
も
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
も
批
判
し
た
。
し
か
し
そ
の
批
判
に
は
、
既

に
見
た
よ
う
に
、「
自
然
主
義
の
拒
否
」
と
「
普
遍
的
道
徳
法
則
の
疑
わ
し
さ
の
指
摘
」
と
い
う
理
由
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

決
し
て
道
徳
の
全
面
拒
否
を
意
味
し
な
い
。

�
�

次
に
デ
ー
ナ
・
R
・
ヴ
ィ
ラ
に
対
し
て
で
あ
る
（『
ア
レ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
』、
青
木
隆
嘉
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
、
第
二
・

三
章
お
よ
び�

“Modernity,�A
lienation,�and�Critiques,

”� Hannah A
rendt and the M

eaning of Politics,�p.（（（ff�

を
参
照
（。
彼
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
を
カ
ン
ト
的
に
解
釈
す
る
論
者
を
批
判
す
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
活
動
〉
論
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う

0

0

0

か
ら
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
と
ア
ー
レ
ン
ト
の
比
較
が
行
な
わ
れ
る
『
ア
レ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
』
第
三
章
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ

ラ
自
身
も
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
〈
判
断
力
〉
論
を
評
価
す
る
と
い
う
矛
盾
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
の
〈
判
断
力
〉
論
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
彼
女
の
〈
活
動
〉
論
を
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
ヴ
ィ
ラ
の
暗
黙
の
前

提
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ヴ
ィ
ラ
が
論
じ
る
ほ
ど
に
は
〈
活
動
〉
と
〈
判
断
〉
の
緊
張
関
係
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
人
間
の
〈
複
数
性
〉
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
ど
ち
ら
の
能
力
も
彼
女
に
と
っ
て
は
同
じ
く
ら
い
重
要
だ
っ
た
と
私

に
は
思
え
る
。

�
�

〈
活
動
〉
と
〈
判
断
〉
を
、
そ
し
て
ア
ク
タ
ー
と
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
を
完
全
に
切
り
離
し
て
し
ま
う
解
釈
は
他
に
も
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー

「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
論
」、『
カ
ン
ト
講
義
』、
二
四
四
─
二
六
三
頁
お
よ
び
小
山
花
子
『
観
察
の
政
治
思
想
』、
東
信
堂
、
二
〇
一
三
年
、

一
〇
六
─
一
一
一
頁
に
見
ら
れ
る
。〈
活
動
〉
と
〈
判
断
〉
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
複
数
性
が
基
本
条
件
で
あ
る
以
上
、
排
他
的
な
も
の
で
は
な

い
。Richard�J.�Bernstein,�

“Judging,�the�A
ctor�and�the�Spectator,

”� Philosophical Profiles,�Polity�Press,�（（（（,�p.（（（�

を
参
照
。
ま
た
、

ア
ク
タ
ー
と
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
が
「
分
業
」
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
ア
ー
レ
ン
ト
本
人
が
そ
う
し
た
「
分
業
」
的
理
解
を

斥
け
て
い
る
。
“On�H

annah�A
rendt,

”� H
annah A

rendt - T
he R

ecovery of the Public W
orld,�M

elvyn�A
.�H
ill�

（ed.

（,�St.�M
artin ’s�Press,�

（（（（,�p.（（（

を
参
照
。M

aurizio�P.�d ’Entrèves,� T
he Political Philosophy of H

annah A
rendt,�Routledge,�（（（（,�p.（（（�

も
参
照
。

（
（（
（��

リ
サ
・
J
・
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は� H

annah A
rendt and the Lim

its of Philosophy,�Cornell�U
niversity�Press,�（（（（�

に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
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の
判
断
力
論
と
構
想
力
論
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
判
断
力
に
は
二
種
類
あ
る
と
説
く
。
ひ
と
つ
目
の
認
識
的
能
力
と
し
て
の

間
主
観
的
な
判
断
は
、
た
と
え
人
が
自
分
の
判
断
の
普
遍
性
を
他
者
に
求
め
る
と
し
て
も
、
孤
独
の
中
で
下
さ
れ
る
判
断
で
あ
る
。
対
し
て
二
つ

目
の
判
断
は
、
公
開
さ
れ
、
他
者
の
前
で
実
際
に
論
議
さ
れ
る
判
断
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
は
複
数
的
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
デ
ィ
ッ
シ
ュ

は
前
者
を
哲
学
者
の
判
断
と
呼
び
、
カ
ン
ト
の
考
察
は
こ
れ
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
彼
女
は
後
者
を
芸
術
家
や
物
語
の
語
り
手�storytellers�

の

判
断
と
呼
び
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
察
は
カ
ン
ト
を
抜
け
出
て
こ
れ
に
到
達
し
た
と
い
う
。D

isch,� op.  cit.,�pp.（（（ff�

お
よ
び
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル

「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
感
性
的
判
断
と
政
治
的
判
断
」、『
正
義
を
こ
え
て
』、
久
米
博
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
五

頁
以
降
を
参
照
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
『
カ
ン
ト
講
義
』
の
中
で
、「『
拡
大
さ
れ
た
心
性�enlarged�m

entality

』
で
思
考
す
る
こ
と
は
、
訪
問
の
旅
に

出
か
け
ら
れ
る
よ
う
自
ら
の
想
像
＝
構
想
力�im

agination�

を
訓
練
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
」（『
カ
ン
ト
講
義
』、
八
一
頁
（
と
述
べ
て
い
る
の

だ
が
、
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
箇
所
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
訪
問
の
想
像
＝
構
想
力�im

agination�of�visiting

」
と
い
う
用
語
を
作
る
。
そ
れ
は
、

人
が
持
論
の
「
普
遍
性
」
を
一
足
跳
び
に
訴
え
る
の
で
は
な
く
、（
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
が
断
り
を
入
れ
た
よ
う
に
（
他
者
へ
の
感
情
移
入�em

pathy�

を
試
み
て
利
害
関
心
を
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
く
、「
親
密
な
も
の
か
ら
私
を
引
き
離
し
、
か
つ
親
密
で
な
い
諸
々
の
立
場
に
私
を
連
れ

て
行
く
」（D

isch,� op.  cit.,�p.（（0
（。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
想
像
＝
構
想
力
は
、
見
知
ら
ぬ
人
々
の
見
地
へ
の
「
訪
問
」
を
可
能
に
す
る

能
力
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
性
質
を
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
非
党
派
性�situated�im

partiality

」
と
名
づ
け
る
（p.（（（ff.

（。

彼
女
は
ま
さ
に
、
セ
ク
ト
化
と
普
遍
化
要
求
の
間
を
行
く
思
想
家
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
像
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

�
�

デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
さ
ら
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
初
期
の
ユ
ダ
ヤ
性
に
つ
い
て
の
論
考
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
ら
に
は
既
に
想
像
＝
構
想
力
論
の
き
ざ

し
が
あ
る
と
述
べ
る
（
デ
ィ
ッ
シ
ュ
「『
暗
い
時
代
』
の
友
愛
に
つ
い
て
」、
岡
野
八
代
・
志
水
紀
代
子
訳
、『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
』、
未
來
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
〇
─
二
七
六
頁
（。
そ
し
て
デ
ィ
ッ
シ
ュ
は
、
教
条
的
な
歴
史
記
述
に
対
す
る
抵
抗
の
様
式
と
し
て
の

〈
物
語
る
こ
と�storytelling

〉
に
つ
い
て
も
論
じ
る
（D

isch,�pp.（0（-（（0

（。〈
物
語
る
こ
と
〉
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ア
ー
レ
ン
ト
読
解
に
お

け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
だ
が
、
そ
の
要
点
を
本
章
で
説
明
す
る
。

（
（0
（��

「
真
理
と
政
治
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
三
一
四
─
三
二
四
頁
。

（
（（
（��A
rendt,�

“Wahrheit�und�Politik,

”� W
ahrheit und Lüge in der Politik,�Piper,�（0（（,�S.（（.�

［　

］
内
引
用
者
。B

PF

の
対
応
す
る
箇
所

（p.（（（�/�

三
二
八
頁
（
に
な
い
加
筆
部
分
。

（
（（
（��

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
判
断
と
は
「
他
者
と
の
考
え
の
中
で
は
ま
っ
た
く
行
な
わ
れ
な
い
限
り
」
で
の
判
断
、
い
わ
ば
想
像
の
中
で
の
判
断
で
あ
る
。

（
（（
（��

エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ル
ラ
ー
ト
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
に
お
け
る
〈
意
見
〉
と
〈
判
断
〉
の
結
び
つ
き
を
強
調
し
て
き
た
。
以
下
の
三
論
文
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を
参
照
。Ernst�V

ollrath,�

“Hannah�A
rendt�über�M

einung�und�U
rteilskraft,

”� H
annah A

rendt - M
aterialien zu ihrem

 W
erk,�

A
delbert�Reif�（hrsg.

（,�Europaverlag,�（（（（,�S.（（-（0（.�;� “H
annah�A

rendts�>K
ritik�der�Politischen�U

rteilskraft<,

”� Die Zukunft des 
Politischen - A

usblicke auf H
annah A

rendt,�Perter�K
em
per�

（hrsg.

（,�Fischer,�（（（（,�S.（（-（（�;�

“Handeln�und�U
rteilen�-�Zur�

Problem
atik�von�H

annah�A
rendts�Lektüre�von�K

ants�>K
ritik�der�U

rteilskraft<�unter�einer�politischen�Perspective,

”�
B

ürgerreligion und B
ürgertugend,�H

erflied�M
ünkler�（hrsg.

（,�N
om
os,�（（（（,�S.（（（-（（（.�

し
か
し
彼
の
論
述
は
「
真
理
と
意
見
」
や
『
カ
ン

ト
講
義
』
な
ど
の
紹
介
に
あ
っ
て
も
構
想
力
論
に
つ
い
て
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
他
の
点
で
も
本
論
文
の
内
容
と
は
合
致
し
な
い
。

（
（（
（��

以
上
、「
真
理
と
政
治
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
三
二
八
頁
。

（
（（
（��

“Wahrheit�und�Politik,

”�S.（（.� B
PF�

の
対
応
す
る
箇
所
「
人
間
の
悟
性
は
理
性
の
真
理
に
よ
っ
て
啓
蒙
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
意
見
は
事
実
の

真
理
を
糧
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p.（（（�/�

三
二
八
頁
（
よ
り
も
明
晰
な
の
で
、
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
引
用
し
た
。

（
（（
（��

同
右
。

（
（（
（��

同
右
、
三
三
〇
頁
。

（
（（
（��

“Wahrheit�und�Politik,

”�S.（（.� B
PF�

の
対
応
す
る
箇
所
（p.（（（�/�

三
二
八
頁
（
に
な
い
加
筆
部
分
。
こ
う
し
た
彼
女
な
り
の
「
目
的
論
批

判
」
の
セ
ッ
ト
は
、『
人
間
の
条
件
』
で
の
経
済
学
批
判
に
は
も
ち
ろ
ん
、『
精
神
の
生
活　

下
』、
一
八
四
頁
（
第
一
三
節
（、
二
一
四
─
二
一
五

頁
（
第
一
五
節
（
に
も
見
ら
れ
る
。

（
（（
（��

同
右
、
三
四
〇
─
三
四
一
頁
。

（
（0
（��

同
右
、
三
四
三
─
三
五
三
頁
。

（
（（
（��

「
真
理
と
政
治
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
三
五
三
頁
。

（
（（
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
五
一
─
五
二
頁
。（　

（
内
原
著
者
。
強
調
を
消
し
、
訳
文
を
改
め
た
。LK

PP,�pp.（（-（（�

参
照
。

�
�

な
お
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
説
明
上
必
要
な
架
空
の
人
物
主
語
や
「
人
間
」
に
当
た
る
言
葉
と
し
て
、
保
守
的
な
が
ら
一
貫
し
て�he�

や�m
an�

を
用

い
て
い
る
。

（
（（
（��

「
真
理
と
政
治
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
三
二
八
頁
。

（
（（
（��

「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
八
』、
牧
野
英
二
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
一
頁
（

§�（0

（。

（
（（
（��

同
右
、
一
三
八
頁
（

§�（（

（。

（
（（
（��

「
判
断
力
批
判　

下
」、『
カ
ン
ト
全
集
九
』、
一
一
二
頁
（

§�（（

（。
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（
（（
（��

カ
ン
ト
「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史
の
理
念
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、
一
三
頁
（
第
七
命
題
（。

（
（（
（��

カ
ン
ト
「
人
間
の
歴
史
の
臆
測
的
始
元
」、
望
月
俊
孝
訳
、
同
書
、
一
一
三
頁
（
結
び
の
注
解
（。

（
（（
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
九
九
頁
を
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
の
目
的
論
化
の
否
定
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
判
断
力
論
を
扱
う
牧
野
英
二
の
読
解
は
実

態
と
逆
で
あ
る
。『
カ
ン
ト
を
読
む
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
七
七
─
二
八
〇
頁
を
参
照
。

（
（0
（��
「
人
倫
の
形
而
上
学
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
一
』、
二
〇
七
頁
（「
法
論
の
第
二
部　

公
法
」
結
語
（。
強
調
を
消
し
た
。

（
（（
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
〇
一
頁
。

（
（（
（��

同
右
、
一
〇
一
頁
か
ら
。

（
（（
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
〇
七
頁
。（　

（
内
原
著
者
。［　

］
内
引
用
者
。

（
（（
（��

同
右
、
一
〇
七
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
歴
史
哲
学　

上
」、『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
一
〇
』、
武
市
健
人
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
五
五
─
五
六
頁
に
相
当
す
る
箇
所

を
引
用
し
て
い
る
。

（
（（
（��

『
人
間
の
条
件
』
第
六
章
冒
頭
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
を
参
照
。
そ
こ
で
彼
女
は
、
こ
の
言
葉
を
カ
フ
カ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
か
ら
取
っ
て
い
る
こ
と
を
表

明
し
て
い
る
。『
カ
フ
カ
全
集
三
』、
飛
鷹
節
訳
、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
九
頁
を
参
照
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
カ
ン
ト
「
Ｊ
・
Ｇ
・
ヘ
ル
ダ
ー
著
『
人
類
史
の
哲
学
考
』
に
つ
い
て
の
論
評
」（
福
田
喜
一
郎
訳
（、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、

六
四
頁
に
相
当
す
る
箇
所
に
参
照
を
促
し
て
い
る
。

（
（（
（��

「
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
〇
』、
四
五
頁
。

（
（（
（��

「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」（
遠
山
義
孝
訳
（、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、
二
六
八
─
二
七
三
頁
（
第
二
確
定
条
項
（
を
参
照
。

（
（0
（��

共
に
『
精
神
の
生
活　

上
』、
一
一
一
頁
以
降
（
第
一
一
節
（。

（
（（
（��

同
右
、
一
一
三
頁
。［　

］
内
引
用
者
。
訳
文
を
改
め
た
。A

rendt,� T
he Life of the M

ind,�O
ne/T

hinking,�H
arcourt�Inc.,�（（（（,�p.（（�

参
照
。

以
下
、LM

1 

と
略
す
。

（
（（
（��

ア
ー
レ
ン
ト
「
ヤ
ス
パ
ー
ス
─
世
界
国
家
の
市
民
？
」、『
暗
い
時
代
の
人
々
』、
阿
部
齊
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
四
頁
。

［　

］
内
引
用
者
。

（
（（
（��

同
右
、
一
四
五
頁
。

（
（（
（��

そ
れ
ぞ
れ
、
同
右
、
一
三
九
、
一
四
二
、
一
四
六
頁
か
ら
。
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（
（（
（��

『
カ
フ
カ
全
集
二
』、
前
田
敬
作
訳
、
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
、
二
三
九
頁
お
よ
び
ニ
ー
チ
ェ
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
語
っ
た
」、『
ニ
ー

チ
ェ
全
集　

第
一
巻
（
第
Ⅱ
期
（』、
薗
田
宗
人
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
二
年
、
二
三
〇
─
二
三
一
頁
（
第
三
部
「
幻
影
と
謎
」
二
（。

（
（（
（��
「
序　

過
去
と
未
来
の
間
の
裂
け
目
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
一
二
頁
お
よ
び
『
精
神
の
生
活　

上
』、
二
三
八
─
二
三
九
頁
を
参
照
。

（
（（
（��
『
精
神
の
生
活　

上
』、
二
四
一
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。LM

1,�p.（0（�

を
参
照
。

（
（（
（��
同
右
、
二
三
七
頁
。
強
調
原
著
者
。
強
調
を
消
し
、
訳
文
を
改
め
た
。Ibid,�p.（0（�

を
参
照
。

（
（（
（��

同
右
、
二
三
九
頁
。

（
（11
（��

同
右
、
二
四
二
頁
。
強
調
原
著
者
。
訳
文
を
改
め
た
。Ibid,�p.（（0�

を
参
照
。

（
（1（
（��

同
右
、
二
四
三
頁
を
参
照
。

（
（10
（��

同
右
、
二
四
二
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。Ibid,�p.（（0�

を
参
照
。

（
（10
（��

こ
こ
で
は
、
私
が
既
に
述
べ
た
〈
思
考
〉
の
無
力
さ
と
、
私
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
〈
判
断
〉
の
弱
さ
と
が
重
ね
合
わ
さ
っ
て
見
え
る
。
で
は
ア

ー
レ
ン
ト
は
、〈
思
考
〉
の
所
産
と
し
て
の
「
不
正
を
行
な
う
よ
り
…
…
」
と
、〈
判
断
〉
の
所
産
＝
意
見
と
し
て
の
そ
れ
と
を
、
混
同
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
不
正
を
行
な
う
よ
り
…
…
」
で
あ
る
と
か
「
汝
の
格
率
が
…
…
」
と
い
っ
た
道

徳
律
を
自
分
だ
け
で
孤
独
に
守
っ
て
い
る
う
ち
は
、
そ
れ
ら
二
つ
は
〈
思
考
〉
の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
他
者
に
も
共
有
し
て
も
ら
お
う
と

（
ま
ず
心
の
中
で
（
働
き
か
け
れ
ば
〈
判
断
〉
の
所
産
で
あ
る
、
と
区
別
す
る
こ
と
は
、
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
単
に
心
の
中
で
他
者
に

同
意
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
構
想
力
と
範
例
を
用
い
て
本
当
に
他
者
に
同
意
を
求
め
て
い
く
人
間
像
が
、
こ
れ
か
ら
説
明
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。

（
（10
（��

「
真
理
と
政
治
」、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
三
三
六
─
三
三
七
頁
。
判
断
と
説
得
の
結
び
つ
き
と
そ
の
弱
さ
に
つ
い
て
は
「
文
化
の
危
機
」、
同
書
、

三
〇
一
─
三
〇
二
頁
も
参
照
。

（
（10
（��

同
右
。

（
（10
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
三
四
頁
。

（
（10
（��

同
右
、
三
三
七
頁
。
方
針
に
合
わ
せ
て
「
行
為
」
を
「
活
動
」
と
改
め
た
。

（
（10
（��

ち
な
み
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
ま
た
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』（
初
出
一
九
二
九
年
（
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
〈
構
想
力
〉
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集　

第
三
巻
』、
門
脇
卓
爾
、
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
、
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
〇
─
一
九
八
頁
を
参

照
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
野
紀
明
『
美
と
政
治
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
七
六
頁
か
ら
示
唆
を
受
け
た
。
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�
�

構
想
力
に
よ
る
綜
合
の
三
様
相
「
把
捉
」「
再
生
」「
再
認
」
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
・
過
去
・
未
来
と
い
う
時
間
性
と
の
関
係
を
示
し
て
お
り
、「
構

想
力
と
い
う
外
見
的
に
は
た
ん
に
媒
介
的
中
間
能
力
に
す
ぎ
ぬ
と
見
え
る
も
の
は
、
根
源
的
時
間
に
他
な
ら
ぬ
」（
一
九
二
頁
（
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

解
釈
す
る
。
そ
の
た
め
彼
は
「
超
越
論
的
構
想
力
が
、［『
第
一
批
判
』
の
］
第
二
版
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
固
有
な
根
本
能
力
と
し

て
は
削
除
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
機
能
は
た
ん
な
る
自
発
性
と
し
て
の
悟
性
に
譲
渡
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、「
純
粋
関
係
と
純
粋
思
考
と
両
者

の
統
一
に
関
し
て
、
有
限
的
な
人
間
理
性
に
お
い
て
理
解
す
る
可
能
性
、
い
や
た
だ
問
題
と
す
る
だ
け
の
可
能
性
す
ら
も
消
失
す
る
」
と
述
べ
て

い
る
（
一
九
三
頁
（。

�
�

彼
が
『
存
在
と
時
間
』
と
同
じ
問
題
意
識
を
以
て
カ
ン
ト
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
れ
る
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
彼
の
こ
の
カ
ン
ト
論
を
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
は
難
し
い
。

（
（10
（��

「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
八
』、
二
〇
〇
頁
（

§�（（

（。
強
調
原
著
者
。

（
（（1
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
六
四
頁
。

�
�

こ
こ
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
に
構
想
力
を
図
式
論
と
の
類
比
で
説
明
す
る
こ
と
の
、
カ
ン
ト
研
究
と
し
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
金
慧

『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
一
二
七
─
一
五
七
頁
（
第
六
章
（
を
参
照
。

（
（（（
（��

以
上
、
同
右
、
一
四
二
頁
。
強
調
原
著
者
。

（
（（0
（��

柄
谷
行
人
『
倫
理
（（
』、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
三
年
、
九
三
頁
。

（
（（0
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
一
九
─
一
二
〇
頁
。
強
調
原
著
者
。［　

］
内
引
用
者
。
訳
文
を
改
め
た
。LK

PP,�pp.（（-（（�

を
参
照
。
ド
イ
ツ
語
の

Geschm
ack�

に
も
英
語
の�taste�

に
も
、「
趣
味
」
だ
け
で
な
く
「
味
覚
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ
に
か
け
た
言
葉
遊
び
を
し

て
い
る
。

（
（（0
（��

同
右
、
一
二
〇
頁
。「
反
省
の
作
用
＝
操
作�O

peration�der�Reflexion

」
と
は
、
共
通
感
覚
が
説
明
さ
れ
る
「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト

全
集
八
』、
一
八
一
頁
（

§�（0

（
の
中
の
語
。

（
（（0
（��

ア
ー
レ
ン
ト
「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
」（
齋
藤
純
一
訳
（、『
ユ
ダ
ヤ
論
集
二
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
七
二
─
七
三
頁
。

［　

］
内
引
用
者
。
訳
文
を
改
め
た
。

�
�

齋
藤
が
参
照
し
て
い
る
前
田
敬
作
訳
（『
カ
フ
カ
全
集
二
』、
二
一
頁
（
で
は
、
引
用
し
た
よ
う
に
、N

iem
and�/�nobody�

が
ひ
と
つ
の
名
詞
と

し
て
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
語
風
に
訳
す
な
ら
も
ち
ろ
ん
以
下
の
池
内
訳
の
よ
う
に
な
る
。「
誰
に
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
の
で
も
な
く
、
誰
に
ひ

ど
い
こ
と
を
さ
れ
た
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
誰
も
わ
た
し
を
助
け
て
く
れ
な
い
」、
カ
フ
カ
「
あ
る
戦
い
の
記
録
〔
Ｂ
稿
（
一
九
〇
九
／
一
〇
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年
？
（〕」、『
カ
フ
カ
小
説
全
集
五
』、
池
内
紀
訳
、
白
水
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
六
頁
。

（
（（0
（��

「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
」、『
ユ
ダ
ヤ
論
集
二
』、
七
三
頁
。

（
（（0
（��

ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
が
実
存
主
義
だ
と
も
言
わ
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
的
実
存
主

義
」、『
永
遠
の
亡
命
者
た
ち
』、
今
村
仁
司
ほ
か
訳
、
新
曜
社
、
一
九
八
九
年
、
三
九
八
─
四
三
〇
頁
を
参
照
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
狭
義
の
「
実

存
主
義
」
へ
の
彼
女
自
身
の
批
判
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
「
実
存
主
義
と
は
何
か
」（
齋
藤
純
一
訳
（、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思

想
集
成
一
』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
二
一
─
二
五
五
頁
を
参
照
。

（
（（0
（��

ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
同
胞
愛
に
は
、「
間
」
な
い
し
距
離
が
挟
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
森
川
『〈
始
ま
り
〉
の
ア
ー
レ
ン
ト
』、
三
三
二
─
三
四

二
頁
を
参
照
。

（
（（0
（��

ア
ー
レ
ン
ト
「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
再
評
価
」（
山
田
正
行
訳
（、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
一
』、
一
一
〇
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。A

rendt,�

“Franz�K
afka�:�A

�Revaluation,

”� Essays in U
nderstanding,�Jerom

e�K
ohn�（ed.

（,�H
arcourt�Brace,�（（（（,�p.（0�

を
参
照
。

�
�

ま
た
、
大
意
は
変
わ
ら
な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
版
の
同
じ
箇
所
は
表
現
が
微
妙
に
異
な
る
の
で
、
以
下
に
引
用
す
る
。

�
�

「
彼
は
、
可
能
的
な
、
人
間
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
世
界
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
活
動
が
彼
や
彼
の
自
発
性
だ
け

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、
そ
れ
が
高
次
の
力
と
し
て
解
さ
れ
る
に
せ
よ
、
低
次
の
力
と
し
て
解
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
神
秘
的
な
力
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
人
間
社
会
が
人
間
の
書
い
た
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
、
夢
想
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
直
に
構
築
し
て
い
る
世
界
に

お
い
て
、
彼
、
す
な
わ
ち
カ
フ
カ
は
、
断
じ
て
例
外
者
で
は
な
く
、
同
郷
人�M

itbürger

、『
共
同
体
の
成
員�Gem

eindem
itglied

』
で
あ
ろ
う
と

し
た
の
で
あ
る
」、A
rendt,�

“Franz�K
afka,

”� Die V
erborgene T

radition,�Jüdischer�V
erlag,�（000,�S.（（（.

（
（01
（��

「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
再
評
価
」、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
一
』、
一
〇
六
頁
。
訳
文
を
改
め
た
。E

ssays in U
nderstanding,�p.（（�;� D

ie 

V
erborgene T

radition,�S.（（0�

参
照
。
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
八
』、
二
〇
八
頁
（

§�（（

（
か
ら
。

（
（0（
（��

「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
再
評
価
」、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
六
、
一
〇
九
頁
か
ら
。

（
（00
（��

『
全
体
主
義
の
起
原
二　

帝
国
主
義
』、
一
八
五
頁
か
ら
。

（
（00
（��

「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
再
評
価
」、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
一
』、
一
一
〇
頁
。［　

］
内
引
用
者
。

（
（00
（��

同
右
、
一
〇
九
─
一
一
〇
頁
。
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
八
』、
一
九
九
頁
（

§�（（

（
か
ら
。
訳
文
を
改
め

た
。E

ssays in U
nderstanding,�p.（（�

参
照
。

（
（00
（��

初
期
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
の
〈
構
想
力
〉
の
概
念
は
、
全
体
主
義
と
い
う
政
治
的
経
験
を
理
解
す
る
た
め
の
羅
針
盤
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
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も
彼
女
は
こ
の
概
念
を
あ
ま
り
深
く
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
一
九
五
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
稿
「
理
解
と
政
治
」
で
は
、
こ
れ
が
「
実
は
理
解
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。「
理
解
と
政
治
（
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
（」、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集
成
二
』、
一
四
二
頁
。「
理
解
す
る
こ

と
」
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
経
験
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ば
期
待
の
地
平
を
拓
い
て
ゆ
く
営
み
だ
と
さ
れ
る
。

（
（00
（��
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
感
性
的
判
断
と
政
治
的
判
断
」、『
正
義
を
こ
え
て
』、
久
米
博
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
七
年
、
一
五
三
頁
を
参
照
。

（
（00
（��

ボ
ニ
ー
・
ホ
ー
ニ
ッ
グ
「
ア
ゴ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
向
か
っ
て
」、
岡
野
八
代
・
志
水
紀
代
子
訳
、『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』、
一
九
四
─
二
三
九
頁
お
よ
び
齋
藤
純
一
『
公
共
性
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
四
頁
お
よ
び
岡
野
八
代
『
法
の
政
治
学
』、

青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
─
九
二
頁
（
第
一
章
（
を
参
照
。

（
（00
（��

森
川
輝
一
「
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
活
動
』
論
再
考
」、
川
崎
修
・
萩
原
能
久
・
出
岡
直
也
編
著
『
ア
ー
レ
ン
ト
と
二
〇
世
紀
の
経
験
』、
慶
應
義
塾

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
二
二
頁
。

（
（00
（��

そ
の
た
め
、『
人
間
の
条
件
』
を
典
拠
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
を
決
断
主
義
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
批
判
す

る
の
は
、
一
面
的
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
と
し
てK

ateb,� op. cit.,�pp.（（-（（.�;�Pitkin,�

“Justice�-�O
n�Relating�Private�and�

Public,

”� Political T
heory,�V

ol.�（,�N
o.�（,�Sage�Publications�Inc.,�（（（（,�pp.�（（（-（（（.�;�Shklar,�

“Hannah�A
rendt�as�Pariah,

”�Partisan�
Review

,�V
ol.�（0,�N

o.�（,� Partisan R
eview,�（（（（,�pp.（（-（（�

を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
川
崎
修
に
よ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
覚
醒
の
シ
ナ
リ
オ
」

批
判
も
参
照
。
川
崎
「
付
録　

ア
レ
ン
ト
を
導
入
す
る
」、『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
理
論
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
二
七
〇
─
二
七
五

頁
お
よ
び
川
崎
『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
一
─
三
九
五
頁
。
こ
の
よ
う
な
「『
人
間
の
条
件
』
パ
ラ
ダ

イ
ム
」
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
、
以
下
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。
寺
井
彩
菜
「『
革
命
』
と
い
う
持
続
と
断
絶　
『
始
ま
り
』
の
後
の
ハ

ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
」、『
政
治
思
想
研
究
に
お
け
る
「
方
法
」』、
政
治
思
想
研
究
第
一
七
号
、
政
治
思
想
学
界
編
、
風
行
社
、
二
〇
一
七
年
、
三
六

〇
─
三
九
一
頁
。
た
だ
し
寺
井
の
研
究
目
的
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
の
「
脊
柱
」
を
探
っ
た
私
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、『
革
命
に
つ
い
て
』
パ
ラ
ダ

イ
ム
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
。

�

　

詳
細
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
主
体
─
客
体
図
式
の
克
服
と
い
う
点
で
は
や
は
り
ア
ー
レ
ン
ト
は
旧
師
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
並
行
し
て
物
を
考
え

て
い
た
と
言
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
Ⅰ
』、
原
佑
、
渡
邊
二
郎
訳
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
四
─
一
六
一
頁
（
第

一
三
節
（
お
よ
び
轟
孝
夫
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
「
存
在
と
時
間
」
入
門
』、
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
七
年
、
三
八
〇
─
三
八
五
頁
を
参
照
。
そ
う
考

え
る
と
、
彼
女
は
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
人
間
学
を
越
え
た
側
面
、
す
な
わ
ち
『
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
』
は
ま
っ
た
く
理
解
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で
き
て
い
な
い
」（
同
書
、
三
二
八
頁
（
と
い
う
悪
口
は
ア
ン
フ
ェ
ア
で
あ
る
。
彼
女
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
深
い
問
題
意
識
を
理
解
し
た
上
で
、「
人

間
」
を
扱
う
政
治
理
論
に
あ
え
て
踏
み
と
ど
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
（01
（��

そ
の
最
近
の
例
と
し
て
、
松
本
礼
二
「
ア
ー
レ
ン
ト
革
命
論
へ
の
疑
問
」、『
ア
ー
レ
ン
ト
と
二
〇
世
紀
の
経
験
』、
二
四
九
─
二
七
〇
頁
を
参
照
。

（
（0（
（��
「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
八
』、
一
八
四
─
一
八
五
頁
（

§�（（

（。
強
調
原
著
者
。

（
（00
（��
『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
三
六
頁
。

（
（00
（��

「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、
二
五
七
頁
。

（
（00
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
三
八
頁
。

（
（00
（��

「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、
二
七
四
頁
。
訳
語
を
改
め
た
。

（
（00
（��

『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
三
九
頁
。

（
（00
（��

「
判
断
力
批
判　

上
」、『
カ
ン
ト
全
集
八
』、
一
八
六
頁
参
照
。

（
（00
（��

同
右
、
一
六
七
頁
（

§�（（
（
参
照
。

（
（00
（��

同
右
、
二
一
三
頁
（

§�（（

（
参
照
。

（
（01
（��

「
世
界
市
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
市
の
理
念
」、『
カ
ン
ト
全
集
一
四
』、
一
一
─
一
二
頁
（
第
六
命
題
（
お
よ
び
「
人
倫
の
形
而
上
学
」、『
カ

ン
ト
全
集
一
一
』、
一
五
三
─
一
五
四
頁
（
第
一
部
第
四
四
節
（
を
参
照
。

（
（0（
（��

本
論
文
に
お
け
る
注
八
八
を
参
照
。

（
（00
（��

以
上
、『
カ
ン
ト
講
義
』、
一
九
頁
か
ら
。

（
（00
（��

リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ッ
ク
『
戦
争
と
平
和
の
権
利
』、
萩
原
能
久
監
訳
、
風
行
社
、
二
〇
一
五
年
、
三
五
五
─
三
八
六
頁
に
お
け
る
批
判
的
な
カ
ン

ト
論
を
参
照
の
こ
と
。
そ
こ
で
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
と
法
論
を
意
図
的
に
無
視
し
た
ア
ー
レ

ン
ト
の
「
勘
」
の
正
し
さ
を
あ
る
意
味
で
裏
づ
け
て
い
る
。

（
（00
（��

ベ
ン
ハ
ビ
ブ
「
パ
ー
リ
ア
と
彼
女
の
影
」、『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』、
一
四
三
─
一
四
四
頁
。

（
（00
（��

同
右
、
一
四
五
頁
。

（
（00
（��

同
右
、
一
四
五
─
一
五
一
頁
参
照
。
引
用
は
一
四
八
頁
か
ら
。

（
（00
（��

イ
シ
ュ
ト
フ
ァ
ン
・
ホ
ン
ト
『
貿
易
の
嫉
妬
』、
田
中
秀
夫
監
訳
、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
九
年
、
三
二
九
─
三
七
一
頁
を
参
照
。

（
（00
（��

『
人
間
の
条
件
』、
四
六
九
─
四
七
二
頁
（
第
四
二
節
（
を
参
照
。
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