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六　
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れ
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と
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と
し
て
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自
律

八　

結
び
に
か
え
て

一　

は
じ
め
に

　
「
自
律
」（autonom

y

）
と
は
、
さ
し
あ
た
り
簡
潔
に
い
え
ば
、
語
源
と

な
る
ギ
リ
シ
ア
語
（αὐτο-νόµος,�αὐτο-νοµία

）
の
成
り
立
ち
の
と
お
り
、

「
自
己-

立
法
」（self-legislation

）
も
し
く
は
「
自
己-

統
治
」（self-

governm
ent

）
を
、
ま
た
よ
り
一
般
的
に
は
「
自
己-

規
定
」（self-de-

term
ination

）
を
意
味
す
（
（
（
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
、

人
が
自
ら
の
あ
り
方
を
自
分
自
身
で
決
め
る
こ
と
、
い
わ
ば
自
ら
考
え
行
為

す
る
こ
と
を
指
す
も
の
と
い
え
る
。

　

自
律
を
個
々
人
の
あ
り
方
と
し
て
把
握
す
る
そ
う
し
た
捉
え
方
は
、
と
は

い
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
近
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ

シ
ア
に
お
い
て
自
律
は
、
ま
ず
は
ポ
リ
ス
の
自
己
統
治
、
そ
の
自
治
・
自
決

を
指
す
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
西
洋
思
想
史
に
あ
っ
て
も
基
本
的
に
は

政
治
的
・
法
的
な
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
自
律
は
、
ほ
ぼ
十
八
世
紀

に
な
っ
て
は
じ
め
て
個
々
の
人
間
の
あ
り
方
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
（
2
（
り
、

そ
の
後
は
む
し
ろ
、
お
も
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
倫
理
思
想
や
政
治
思
想

の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
し
め
る
概
念
と
な
っ
た
。
現
在
へ
と
至
る
そ
の
よ

う
な
自
律
概
念
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
は
、
ま
ず
は
、「
自
ら
課
し

た
法
に
従
う
こ
と
」
を
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
由
と
み
な
し
た
ル
ソ
ー
の
思

考
で
あ
っ
た
（
（
（
が
、
自
律
の
概
念
を
そ
の
も
の
と
し
て
主
題
化
し
、
自
律
と
い

う
言
葉
を
哲
学
の
言
語
と
し
て
導
入
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
実

践
理
性
」
の
「
自
己
立
法
」
と
し
て
の
自
律
を
人
間
の
積
極
的
な
自
由
と
し

て
規
定
し
た
カ
ン
ト
で
あ
っ
（
（
（
た
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
「
道
徳
的
自
律
」

論
　
文〈

開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�

　

―
　

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
自
律
」
概
念
の
再
構
成
（
上
）　―
　

麻　

生　

博　

之



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�
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の
幅
広
い
思
考
潮
流
か
ら
、
そ
の
可
能
性
や
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
疑

問
や
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
と
り
わ
け
理
性
的
な

自
己
統
治
と
し
て
の
自
律
の
概
念
に
前
提
さ
れ
て
い
る
合
理
主
義
的
な
視
点

や
「
確
固
と
し
た
透
明
な
〈
自
己
〉」
と
い
っ
た
「
自
己
」
像
に
対
す
る
疑

念
（
そ
れ
ゆ
え
ま
た
身
体
や
情
動
の
要
素
が
た
ん
に
抑
制
の
対
象
と
み
な
さ

れ
、
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と
へ
の
異
論
）
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
個
人
の
自
己

決
定
と
し
て
自
律
が
強
く
主
張
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
う
し
た
視
点
の
背
景
を

な
し
、
ま
た
そ
こ
で
の
「
自
己
」
の
捉
え
方
に
反
映
さ
れ
て
い
る
「
ア
ト
ミ

ズ
ム
」
な
い
し
「
過
度
の
個
人
主
義
」
へ
と
向
け
ら
れ
る
疑
問
（
し
た
が
っ

て
ま
た
他
者
と
の
関
わ
り
、
な
い
し
共
同
体
や
伝
統
と
の
関
係
が
軽
視
さ
れ

忘
却
さ
れ
る
こ
と
へ
の
批
判
）
で
あ
（
（（
（

る
。

　

こ
れ
ら
の
疑
念
や
異
論
は
、
た
だ
し
必
ず
し
も
、
自
律
の
概
念
そ
の
も
の

を
否
定
し
、
そ
れ
を
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
律
概
念
に
対

す
る
批
判
や
反
論
は
、
む
し
ろ
し
ば
し
ば
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
自
律
の
概

念
を
再
構
成
す
る
試
み
、
つ
ま
り
た
と
え
ば
、
自
律
が
有
効
な
か
た
ち
で
可

能
と
な
る
た
め
の
条
件
を
吟
味
し
再
設
定
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
自
律
の

内
実
そ
れ
自
体
を
再
検
討
し
定
義
し
な
お
す
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
（
（1
（
る
。
近

年
で
は
た
と
え
ば
、
自
律
の
「
手
続
き
的
（procedural

）
理
論
」
を
め
ぐ

る
入
り
く
ん
だ
議
論
の
応
酬
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
、

そ
し
て
ま
た
（
他
者
と
の
関
係
や
「
相
互
承
認
」
に
着
目
し
、
そ
の
な
か
で

自
律
概
念
を
位
置
づ
け
な
お
そ
う
と
す
る
）「
関
係
的
（relational

）
ア
プ

ロ
ー
チ
」
と
呼
ば
れ
る
自
律
概
念
へ
の
と
り
く
み
な
ど
、
多
様
な
試
み
が
活

発
に
行
わ
れ
て
い
（
（1
（
る
。

　

本
稿
で
意
図
す
る
の
は
、
自
律
概
念
の
そ
う
し
た
再
構
成
に
か
か
わ
る
ひ

（m
oral�autonom

y

）
と
し
て
整
理
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
そ
れ
と
は
少
し
異
な

る
自
律
の
概
念
、
い
わ
ば
よ
り
緩
や
か
な
「
個
人
の
自
律
（
人
格
的
自
律
）」

（personal�
autonom

y

）
へ
と
実
質
的
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
価
値
を
強

く
主
張
し
た
の
は
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
で
あ
っ
（
（
（

た
。「
自
由
の
名
に
値
す
る
唯

一
の
自
由
」
を
い
わ
ば
個
人
の
自
己
決
定
と
し
て
の
自
律
の
も
と
に
見
出
す

ミ
ル
の
視
（
（
（

点
は
、
そ
の
後
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
思
想
潮
流
に
強
く
影
響
を
与

え
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
今
日
、
自
律
は
、
お
そ
ら
く
は
あ
え
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
自

己
規
定
も
し
く
は
自
己
決
定
と
い
う
、
多
様
な
文
脈
で
尊
重
さ
れ
擁
護
さ
れ

る
個
々
人
の
あ
り
方
と
し
て
、
広
く
認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
自
律
的
で
あ
る
こ
と
」
は
、
倫
理
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
、
ま
た
社
会

的
・
政
治
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
、
し
ば
し
ば
ご
く
重
要
な
位
置
づ
け
を
与

え
ら
れ
て
お
（
7
（
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
律
は
、
た
と
え
ば
あ
る
文
脈
で
は
、「
規
範

性
」
な
い
し
「
義
務
」
の
源
泉
を
な
す
も
の
と
し
て
主
張
さ
（
8
（
れ
、
ま
た
別
の

文
脈
で
は
、
平
等
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
「
人
格
」
の
決
定
的
な
特
質
と
な
る

も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
（
（
（
る
。

　

自
律
の
概
念
に
対
す
る
今
日
の
受
け
と
め
方
は
、
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
周

知
の
と
お
り
、
け
っ
し
て
一
面
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
肯
定
し
、
積

極
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
多
様
な
立
場
が
あ
る
一
方
で
、
自
律
概
念
に

対
し
て
は
こ
れ
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
念
や
批
判
が
く
り
返
し
提
示
さ
れ
て

も
き
た
。
い
わ
ゆ
る
決
定
論
的
な
非
両
立
論
、
つ
ま
り
固
い
決
定
論
の
立
場

か
ら
示
さ
れ
る
原
理
的
な
異
（
（1
（
論
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
も
、
ご

く
雑
駁
に
い
っ
て
、
共
同
体
主
義
、
多
文
化
主
義
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ケ
ア

の
倫
理
、
さ
ら
に
は
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
等
々
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法
』
に
は
、
認
識
論
と
の
関
連
で
自
由
に
つ
い
て
論
じ
た
重
要
な
一
節
が
あ

る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
こ
で
の
主
題
に
か
か
わ
る
箇
所
を
短
く
引
い
て
み
る
。

…
…
哲
学
は
、
主
体
の
意
味
定
立
的
な
自
律
と
い
う
自
由
概
念
の
呪
縛

の
な
か
で
、
そ
う
し
た
客
体
へ
の
自
由
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。（GS.�

（.（

（
（1
（8

）

　
「
客
体
へ
の
自
由
」（Freiheit�zum

�O
bjekt

）
と
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
思

考
に
お
け
る
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
に
あ
た
り
、
し
ば
し
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
に

由
来
す
る
概
念
と
し
て
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、

「
外
化
」（Entäußerung

）
と
い
う
こ
と
が
ら
と
し
て
、
あ
る
い
は
ア
ド

ル
ノ
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
人
が
「
自
ら
の
自
我
と
自
ら
の
立
場
の
絶

対
性
に
固
執
す
る
こ
と
」
を
せ
ず
に
、「
留
保
な
く
」
客
体
へ
と
「
身
を
ゆ

だ
ね
る
」
よ
う
な
あ
り
方
と
し
て
お
さ
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
（
（1
（
る
（N

S.�
IV

-（.2（7;�GS.（0.7（2

）。
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
で
ま
ず
着
目
し
て
お
き
た

い
の
は
、
む
し
ろ
「
主
体
の
意
味
定
立
的
な
自
律
と
い
う
自
由
概
念
の
呪

縛
」（Bann�des�Freiheitsbegriffs,�der�sinnsetzenden�A

utonom
ie�

des�Subjekts

）
と
い
う
凝
縮
さ
れ
た
一
節
の
ほ
う
で
あ
（
（1
（
る
。
す
な
わ
ち
ア

ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
主
体
の
「
自
律
」、
そ
の
意
味
定
立
的
な
自
律
と
は
、

自
由
の
概
念
が
と
ら
わ
れ
て
い
る
「
呪
縛
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
世
界
に
対

し
て
受
動
的
に
か
か
わ
り
、
外
部
の
も
の
ご
と
に
応
じ
て
自
ら
が
変
容
を
被

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
自
己
規
定
を
貫
き
、
世
界
に
能
動
的
に
か
か
わ

る
よ
う
な
主
体
の
あ
り
よ
う
、
そ
う
し
た
自
律
的
な
あ
り
方
と
し
て
自
由
を

考
え
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
、
哲
学
的
思
考
が
と
も
す
れ
ば
自
ら
を
そ
れ
に
縛

と
つ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
試
み
と
し
て
、
Th
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
を
位
置

づ
け
、
そ
の
主
張
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
律

を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
（
ひ
と
ま
ず
は
逆
説
的
に
も
映
る
）
複
雑
な
主
張
を

と
き
ほ
ぐ
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
あ
ら
た
め
て
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら

の
核
心
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
ア
ド

ル
ノ
は
自
律
概
念
の
内
実
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
し
、
何
ほ
ど
か
確
固
と
し

た
自
己
の
あ
り
方
を
前
提
と
す
る
自
律
、
文
字
ど
お
り
の
「
自
己
」
規
定
と

し
て
の
自
律
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
律

の
概
念
を
「
自
己
」
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
解
放
し
、
い
わ
ば
既
存
の
も
の
で
は

な
い
何
か
へ
と
呼
応
し
「
開
か
れ
る
」
と
い
う
あ
り
方
の
も
と
に
、
す
ぐ
れ

た
意
味
で
の
自
律
の
実
質
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。
ま
ず
次
節
で

は
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
そ
の
も
の
に
そ
く
し
て
、
あ
ら
た
め
て
問
い
を
設
定

す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

二　

問
い
の
設
定
―
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
律
概
念
の
二
義
性

　

自
律
の
概
念
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
多
少
と

も
広
く
あ
た
る
な
ら
、
ひ
と
ま
ず
は
き
わ
め
て
不
整
合
な
も
の
、
あ
る
い
は

控
え
目
に
い
っ
て
も
、
理
解
困
難
な
二
義
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
る
よ
う

に
映
る
。
つ
ま
り
ご
く
単
純
化
し
て
い
え
ば
、
自
律
に
対
す
る
端
的
な
批
判

と
積
極
的
な
評
価
と
い
う
相
容
れ
な
い
二
つ
の
視
点
が
、
そ
こ
で
は
混
在
し

た
ま
ま
並
行
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
一
方
で
（
と
く
に
理
論
的
な
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
）
顕
著
で
あ
る
の

は
、
自
律
の
概
念
に
対
す
る
苛
烈
な
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
否
定
弁
証
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因
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
複
層
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ア
ウ
シ

ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
、
絶
滅
収
容
所
を
可
能
に
し
て
し
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
要
因
と

し
て
、
ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
あ
る
い
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
さ
ま
ざ
ま

な
言
説
に
対
し
て
自
分
で
考
え
判
断
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
唯
々
諾
々
と
そ

れ
に
従
い
同
調
し
て
し
ま
っ
た
多
く
の
人
び
と
の
あ
り
方
が
あ
っ
た
こ
と
は

論
を
俟
た
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
原
理
に
逆
ら
い
、

そ
の
再
来
を
阻
む
た
め
に
、
少
な
く
と
も
個
々
人
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
の

は
、
外
部
か
ら
示
さ
れ
る
も
の
ご
と
、
既
存
の
世
界
の
あ
り
よ
う
に
そ
の
ま

ま
同
調
し
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
自
分
で
考
え
行
為
す
る
こ
と
、

そ
う
し
た
自
己
規
定
、
自
律
の
力
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
自
律
的
な
主
体
」

（das�autonom
e�Subjekt

）
と
な
る
こ
と
で
あ
る
（cf.�N

S.�IV
-（（.（（

）。

ア
ド
ル
ノ
は
同
様
の
視
点
か
ら
ま
た
、
た
と
え
ば
大
学
の
あ
る
べ
き
改
革
に

お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
を
「
自
律
的
な
判
断
能
力
」
の
形
成
を
め
ざ
す

「
解
放
的
な
運
動
」
と
し
て
（N

S.�IV
-（（.（00

）、
あ
る
い
は
、「
民
主
主

義
」
の
体
制
に
不
可
避
的
に
前
提
さ
れ
る
も
の
を
「
自
律
的
な
人
間
」
と
し

て
く
く
り
出
し
て
も
い
る
（GS.20.（（（f.

）。

　

こ
う
し
て
、
さ
し
あ
た
り
限
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
瞥
見
し
て
み
る
か
ぎ
り

で
も
、
自
律
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
、
容
易
に
は
理
解
し
が
た
い
二

義
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
で
は
、
自
律
は
自
由
の

反
対
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
由
と
み
な
す
こ
と
は
虚
偽
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

い
わ
れ
る
。
他
方
で
は
し
か
し
、
自
律
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
再
来
を
阻

止
す
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
民
主
的
な
社
会
の
形
成
に
と
っ
て
の
不
可
欠
の

力
で
あ
る
、
そ
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
は
、

ひ
と
ま
ず
は
端
的
に
不
整
合
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
ひ
ど
く
混
乱
し
た
も
の

り
つ
け
て
き
た
呪
縛
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉
を
引
く
な
ら
、

「
哲
学
は
罪
深
い
誤
謬
に
よ
っ
て
、
自
由
を
そ
の
反
対
の
も
の
へ
、
つ
ま
り

主
体
の
自
己
支
配
的
な
あ
り
方
（Selbstherrlichkeit

）
へ
と
委
ね
て
い

る
」（GS.7.（（0

）。
自
律
は
、
あ
る
い
は
「
主
体
の
自
己
支
配
的
な
あ
り

方
」
は
、
自
由
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
自
由
の
「
反
対
の
も
の
」
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
自
由
と
み
な
す
こ
と
は
、
哲
学
的
思
考
の
呪
縛
と
な
っ
て
き
た
誤
謬

な
の
で
あ
る
。

　

自
律
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
ご
く
批
判
的
な
視
点
は
、
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
の

思
考
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ド
ル
ノ
は
同
時
に
ま
た
、（
理
論
的
な
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
公
衆
に
向
け
た
講
演
等
の
な

か
で
は
、）
む
し
ろ
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
自
律
に

言
及
し
て
い
る
。「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
教
育
」
と
題
さ
れ
た
講
演

か
ら
典
型
的
な
一
節
を
引
く
。

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
原
理
に
逆
ら
う
唯
一
本
当
の
力
と
は
、
カ
ン
ト

の
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
自
律
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
は
、
反
省
し
、
自
分
で
決
定
し
、
人
に
同
調
し
な
い
力
の
こ
と
で
す
。

（GS.（0.（7（

）

　
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
原
理
」、
い
わ
ば
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
も
た
ら

し
て
し
ま
っ
た
原
理
に
逆
ら
う
た
め
の
「
力
」
と
な
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

「
自
律
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、「
反
省
し
、
自
分
で
決
定
し
、
人
に
同
調
し

な
い
力
」（die�K

raft�zur�Reflexion,�zur�Selbstbestim
m

ung,�zum
�

N
icht-M

itm
achen

）
で
あ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
引
き
起
こ
し
た
要
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三　

自
律
と
他
律

　

は
じ
め
に
少
し
だ
け
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
律
の
概
念
は
と
き
に
、
位
相
を

異
に
す
る
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

ア
ド
ル
ノ
が
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
に
言
及
す
る
際
も
、
と
う
ぜ
ん
の
こ
と

な
が
ら
、
文
脈
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
力
点
の
置
き
方
や
着
目
す
る
要
素
が
異

な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
お
い
て
、
自
律
と
い
う
こ
と

が
ら
の
い
わ
ば
最
低
限
の
意
味
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
般
に

広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
そ
の
基
本
的
な
規
定
そ
の
も
の
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
、
自
律
と
し
て
基
本
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
何
よ
り
「
自

己
規
定
」（Selbstbestim

m
ung

）
で
あ
る
（N

S.�IV
-（（.272;�

N
S.�IV

-
7.（（8

）。
つ
ま
り
は
、
い
わ
ば
「
自
分
で
」（aus�sich�heraus

）
考
え
決

定
す
る
と
い
う
こ
と
（cf.�N

S.�IV
-（（.（2（

）、
あ
る
い
は
前
節
の
引
用
箇

所
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、「
反
省
し
、
自
分
で
決
定
す
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
ア
ド
ル
ノ
は
、
そ
れ
を
「
精
神
的
自
由
」（geistige�

Frei-
heit

）
と
等
置
し
て
も
い
る
（N

S.�IV
-（.（8（

）。

　

自
律
の
基
本
的
な
規
定
が
ひ
と
ま
ず
は
こ
う
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も

の
と
し
て
お
さ
え
ら
れ
る
以
上
、「
他
律
」（H

eteronom
ie

）
に
つ
い
て
も
、

ア
ド
ル
ノ
に
あ
っ
て
は
や
は
り
、
一
般
的
な
理
解
―
た
と
え
ば
、
何
ら
か

の
「
外
的
」
で
「
疎
遠
」
な
力
に
つ
き
動
か
さ
れ
支
配
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ

と
が
（
（1
（
ら
と
し
て
そ
れ
を
お
さ
え
る
理
解
―
と
お
お
む
ね
重
な
る
か
た
ち
で

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
お
い
て
も
、
他
律
と
は

ま
ず
、「
外
か
ら
」（von�außen

）
措
定
さ
れ
課
さ
れ
る
も
の
ご
と
に
依
存

で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
そ
う
し
た
捉
え
方
は
、

じ
つ
は
あ
た
っ
て
い
な
い
。

　

本
稿
の
は
じ
め
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
自
律
概
念
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の

思
考
は
、
い
わ
ば
そ
の
再
構
成
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、

一
方
で
は
自
律
の
概
念
を
あ
ら
た
め
て
検
討
に
付
し
、
し
ば
し
ば
自
律
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
批
判
的
な
考
察
を
加
え
な
が
ら
、
他
方
で

は
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
の
譲
り
え

な
い
核
と
な
る
要
素
を
救
い
出
し
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
律
の
概
念
を
つ

か
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
い
て
は
、
自
律

の
概
念
を
め
ぐ
る
批
判
が
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
じ
め
て
、
そ
の
積
極
的
な

評
価
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
む
ろ
ん
以
上
の
か
ぎ
り
で
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
何
を
批
判
し
、

何
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
の
か
は
、
お
よ
そ
判
然
と
し
て
い
な
い
。
ま
さ
に

そ
の
点
を
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ

っ
て
、
自
律
の
概
念
の
い
か
な
る
点
が
批
判
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い

か
な
る
要
素
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
つ
か
み
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
そ
れ
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
、
以
下
本
稿
の
課
題
と
な
（
（1
（
る
。
次
節
で
は

た
だ
し
、
立
ち
入
っ
た
考
察
に
入
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
ま
ず
は
ア

ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
け
る
自
律
の
い
わ
ば
最
低
限
の
規
定
を
あ
ら
た
め
て
お

さ
え
、
そ
の
う
え
で
ま
た
、
自
律
と
対
を
な
す
「
他
律
」
の
概
念
に
つ
い
て

も
ア
ド
ル
ノ
の
基
本
的
な
捉
え
方
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�

六

��27（��

生
き
る
た
め
に
は
、「
与
え
ら
れ
た
も
の
に
適
応
し
、
そ
れ
に
従
属
す
る
こ

と
」（dem

�Gegebenen�sich�anzupassen,�sich�zu�fügen

）
が
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え
ら
れ
た
現
実
に
対
す
る
そ
う
し
た
「
適
応
」
が
意

味
す
る
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
自
律
的
な
主
体
性
」
を
抹
消
す
る
こ
と

で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
他
律
的
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ

の
視
点
に
あ
っ
て
は
、
現
今
の
社
会
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
「
適
応
へ

の
、
つ
ま
り
他
律
的
な
ふ
る
ま
い
へ
の
強
制
」（Zw

ang�zur�A
npassung,�

zu�heteronom
em

�V
erhalten

）（GS.8.（2（

）
が
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
他
律
と
適
応
と
が
重
ね
あ
わ
せ
て
把
握
さ
れ
る
際
、
と
く
に

適
応
と
い
う
こ
と
が
ら
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
既
存
の
も
の
」

な
い
し
「
現
存
す
る
も
の
」（das�

Bestehende

）
へ
の
適
応
で
あ
り
、
つ

ま
り
は
、
す
で
に
あ
る
実
定
的
な
も
の
、
既
存
の
動
か
し
え
な
い
も
の
と
し

て
与
え
ら
れ
た
何
か
に
、
従
順
に
つ
き
従
い
、
そ
の
ま
ま
順
応
す
る
、
も
し

く
は
同
化
す
る
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉
を
用
い
て
い
え

ば
、「
既
存
の
も
の
、
与
え
ら
れ
た
も
の
へ
の
同
一
化
」
と
し
て
の
そ
う
し

た
適
応
の
あ
り
方
は
、
個
々
人
が
「
目
の
前
に
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
、
実
定

的
な
も
の
（das�V

orfindliche,�Positive

）
を
超
え
出
る
」
こ
と
を
「
禁

じ
る
」
の
で
あ
り
（GS.（0.（（7;�GS.8.（（

）、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
い

わ
ば
「
実
定
的
な
も
の
や
与
え
ら
れ
た
も
の
に
対
す
る
諦
念
」（N

S.�IV
-

（0.（（（
）
と
し
て
、「
適
応
は
、
常
に
同
じ
で
あ
る
も
の
の
支
配
（H

err-
schaft�des�Im

m
ergleichen

）
を
永
遠
化
す
る
」
こ
と
に
結
び
つ
く
も
の

と
な
る
（GS.（0.（（

）。

　

こ
う
し
て
ア
ド
ル
ノ
の
基
本
的
な
視
点
に
あ
っ
て
、
他
律
と
は
と
り
わ
け
、

し
従
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
（cf.�EzM

.（07;�N
S.�IV

-（0.�
2（2;�

GS.8.（72

）、
し
た
が
っ
て
、「
他
律
的
で
あ
る
」
と
は
た
と
え
ば
、

人
が
「
自
分
自
身
で
決
め
た
よ
う
に
生
き
る
（nach�seiner�eigenen�Be-

stim
m

ung�
existieren

）
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
（EzM

.（（（
）。

　

他
律
と
い
う
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
ア
ド
ル
ノ
の
把
握
は
、
た
だ
し
そ
の

よ
り
具
体
的
な
実
質
の
理
解
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
少
し
特
徴
的
な
視
点
と

結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
律
と
い
う
事
態
を
、
と
く
に
「
適
応
」

（A
npassung

）
と
い
う
こ
と
が
ら
（
な
い
し
は
そ
れ
に
類
す
る
あ
り
方
）

と
強
く
重
ね
て
理
解
す
る
視
点
で
あ
（
（1
（
る
。
た
と
え
ば
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
「
過

去
の
総
括
」
に
か
か
わ
る
講
演
の
な
か
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
戦
後
も
な
お
「
生

き
の
び
て
い
る
」
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
本
質
的
に
、
主
体
の
あ
り
方
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
経
済
秩
序
が
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
一
般
に

ま
た
経
済
組
織
が
、
依
然
と
し
て
大
多
数
の
人
び
と
を
、
自
ら
は
何
も

手
出
し
が
で
き
な
い
与
え
ら
れ
た
状
況
に
従
属
さ
せ
、
未
成
熟
な
あ
り

方
に
と
ど
め
て
い
ま
す
。
大
多
数
の
人
び
と
が
生
き
よ
う
と
す
る
な
ら
、

彼
ら
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
に
適
応
し
、
そ
れ
に

従
属
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。
彼
ら
は
、
民
主
主
義
の
理
念
が
訴
え
か
け

る
当
の
自
律
的
な
主
体
性
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

（GS.（0.（（（f.

）

　

い
わ
ば
潜
在
的
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
存
続
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
、
人
が
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（
一
）
自
己
支
配
と
し
て
の
自
律

　

自
律
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
に
あ
っ
て
ま
ず
顕
著
で
あ
る
の
は
、
こ

れ
ま
で
想
定
さ
れ
て
き
た
自
律
の
あ
り
方
が
、
多
く
の
場
合
、
い
わ
ば
「
抑

圧
」（U

nterdrückung

）
と
し
て
の
自
己
支
配
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
点
で
あ
（
11
（

る
。
ア
ド
ル
ノ
は
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
律

の
概
念
を
め
ぐ
り
、『
否
定
弁
証
法
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
論

じ
て
い
る
。

…
…
意
志
の
絶
対
的
な
自
律
は
、
お
そ
ら
く
は
、
内
的
自
然
に
対
す
る

絶
対
的
支
配
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
…
…
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
は
、

そ
の
構
想
の
全
体
か
ら
し
て
、
自
由
の
概
念
を
た
だ
抑
圧
と
し
て
し
か

表
わ
せ
な
い
。（GS.（.2（（

）

　

カ
ン
ト
が
積
極
的
な
意
味
で
の
自
由
と
し
て
つ
か
み
出
し
た
「
意
志
の
絶

対
的
な
自
律
」
は
、
結
局
は
「
内
的
自
然
に
対
す
る
絶
対
的
支
配
」（abso-

lute�H
errschaft�über�die�innere�N

atur

）
と
同
じ
も
の
と
い
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
「
抑
圧
」
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
理
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
律
が
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、

「
自
然
的
な
衝
動
（Im

puls

）」
の
抑
圧
な
い
し
「
情
動
（A

ffekt

）
の
抑

圧
」（cf.�N

S.�IV
-（0.（08,�（78

）
が
、
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
外
部
の
世
界

や
他
者
の
あ
り
方
に
応
じ
て
た
え
ず
揺
り
動
く
多
様
な
衝
動
や
情
動
に
左
右

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
厳
し
く
制
御
し
抑
制
す
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

既
存
の
も
の
へ
の
適
応
、
実
定
的
な
も
の
へ
の
順
応
と
い
う
意
味
で
、
外
か

ら
課
さ
れ
る
何
か
に
従
属
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
に
、
自
律
と
は
、
既
存
の
も
の
ご
と
に
順
応
し
従
属
し
て
し
ま
う

こ
と
な
く
、
自
ら
考
え
、
自
己
規
定
を
な
す
こ
と
、
ま
ず
は
少
な
く
と
も
そ

う
し
た
こ
と
が
ら
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
す
で
に
と
り

急
い
で
確
認
し
た
と
お
り
、
自
律
の
概
念
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は
、

け
っ
し
て
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
ア
ド
ル
ノ
は
、
自
律
と
い

う
こ
と
が
ら
を
そ
の
ま
ま
素
朴
に
肯
定
す
る
の
で
は
お
よ
そ
な
く
、
あ
く
ま

で
そ
れ
に
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
ま

ず
は
こ
の
点
か
ら
、
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、

ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ
っ
て
、
自
律
の
概
念
の
い
か
な
る
点
が
ど
の
よ
う
な

意
味
で
批
判
さ
れ
る
の
か
、
続
く
二
つ
の
節
で
は
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

四　

抑
圧
と
し
て
の
自
己
支
配

　

自
律
の
概
念
に
対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
に
わ
た

る
入
り
く
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
な
か
で
と
く
に
中
心
的
な

も
の
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
論
点
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
な
る

べ
く
簡
潔
な
か
た
ち
で
批
判
の
要
点
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
一
点

目
は
、
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
が
あ
る
種
の
「
抑
圧
」
と
重
な
る
も
の
と
し

て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
す
る
論
点
で
あ
り
、
二
点
目
は
、
自
律
そ
の
も

の
が
い
わ
ば
「
他
律
」
の
要
素
を
は
ら
む
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
か
か

わ
る
論
点
で
あ
る
。
ま
ず
本
節
で
は
前
者
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�

八

��27（��

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
自
律
を
め
ぐ
る
ミ
ル
の
思
考
に
あ
っ
て
も
、
理

性
的
な
自
己
支
配
は
ま
っ
た
く
排
除
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、「
自
分
の

計
画
を
自
ら
選
択
す
る
」
た
め
に
は
む
し
ろ
「
推
理
や
判
断
」、「
識
別
」
と

い
っ
た
理
性
的
な
諸
能
力
、
そ
し
て
「
堅
固
さ
と
自
己
制
御
」（firm

ness�
and�self-control

）
が
不
可
欠
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ

も
そ
も
、「
自
ら
自
身
の
判
断
と
感
情
に
も
と
づ
い
て
決
定
す
る
」
た
め
に

は
、
た
と
え
ば
欲
求
と
衝
動
が
「
自
分
自
身
の
も
の
」（his�

ow
n

）、
す
な

わ
ち
「
自
分
自
身
の
本
性
の
現
わ
れ
」（expression�of�his�ow

n�nature

）

で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
も
の
と
は
み
な
さ
れ
え
な
い
欲

求
や
衝
動
、
い
わ
ば
「
彼
自
身
の
感
情
や
性
格
に
一
致
し
て
」
い
な
い
も
の

は
抑
制
さ
れ
、
退
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
、
じ
つ
は
あ
ら
か
じ
め
暗
に
前
提

と
な
っ
て
い
（
11
（
る
。
自
律
あ
る
い
は
自
己
規
定
と
い
う
こ
と
が
ら
は
、
そ
れ
が

可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
一
般
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
自
己
」
が
、

つ
ま
り
理
性
で
あ
れ
性
格
で
あ
れ
欲
求
で
あ
れ
「
自
ら
自
身
の
」
何
か
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し

た
自
己
と
合
致
せ
ず
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
衝
動
や
情
動
、
た
と
え
ば

外
部
の
も
の
ご
と
や
他
者
の
あ
り
方
に
応
じ
て
意
図
せ
ざ
る
ふ
る
ま
い
を
引

き
起
こ
す
よ
う
な
衝
動
や
情
動
は
、
そ
の
つ
ど
抑
制
さ
れ
、
お
さ
え
こ
ま
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
（
11
（
る
。

　

こ
う
し
て
、
自
律
が
広
く
自
己
支
配
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ひ
と

ま
ず
認
め
ら
れ
う
る
と
し
て
も
、
し
か
し
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の

視
点
に
対
し
て
は
さ
ら
に
疑
問
が
さ
し
向
け
ら
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。
と
り

わ
け
問
題
は
、
自
律
が
自
己
支
配
と
、
そ
れ
ゆ
え
抑
圧
と
結
び
つ
く
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
こ
と
が
な
ぜ
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
と

　

自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
を
、
こ
の
よ
う
に
強
い
意
味
で
の
自
己
支
配
と
、

そ
れ
ゆ
え
ま
た
抑
圧
と
重
ね
あ
わ
せ
て
捉
え
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
対
し
て

は
、
し
か
し
お
そ
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
さ

し
あ
た
り
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
そ
う
し
た
視
点
の
い

わ
ば
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
う
少
し
言
葉
を
足
し
て
み
る
。
た
し
か
に

一
方
で
、「
道
徳
法
則
」
に
も
と
づ
く
実
践
理
性
の
自
己
立
法
と
い
う
カ
ン

ト
に
お
け
る
意
志
の
自
律
が
、（
概
念
そ
の
も
の
と
し
て
は
別
で
あ
る
と
し

て
も
、）
現
実
の
人
間
に
あ
っ
て
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、「
自
ら
の
情
動
を

抑
制
し
、
自
ら
の
激
情
を
支
配
す
る
」
も
し
く
は
「
自
ら
の
あ
ら
ゆ
る
能
力

と
傾
向
性
を
自
ら
の
（
理
性
の
）
支
配
下
に
お
く
」
と
い
う
「
自
己
自
身
の

支
配
」（H

errschaft�über�sich�selbst
）
を
求
め
る
次
第
に
つ
い
て
は
、

カ
ン
ト
自
身
の
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
了
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
（
1（
（
う
。
し

か
し
他
方
で
、
も
う
少
し
緩
や
か
な
意
味
で
の
自
律
、
た
と
え
ば
ミ
ル
の
思

考
に
も
帰
さ
れ
う
る
よ
う
な
「
個
人
の
自
律
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
抑
圧
と

し
て
の
自
己
支
配
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
と
は
ほ
と
ん
ど
結
び
つ
き
え
な
い
も

の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

む
ろ
ん
た
し
か
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
自
律
が
抑
圧
と
結

び
つ
く
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
際
に
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

自
律
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
立
論
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に

あ
っ
て
自
己
支
配
と
い
う
こ
と
が
ら
は
、（
本
節
で
こ
の
あ
と
言
及
す
る
と

お
り
、）
広
く
「
自
然
支
配
」（N

aturbeherrschung

）
に
向
か
う
態
度
全

般
が
不
可
避
的
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
あ
り
方
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
（
11
（
る
。

し
か
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
と
が
ら
と
し
て
も
、
自
律
と
抑
圧
な
い

し
自
己
支
配
と
は
そ
も
そ
も
結
び
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
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為
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
人
物
と
特
殊
な
諸
状
況
を
顧
慮
し
て
行

為
す
べ
き
で
あ
る
、
と
告
げ
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ

は
他
律
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
…
…
お
そ
ら
く
適
正
さ
は
、

い
つ
も
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
の
で
す
。（N

S.�IV
-（0.（8（

）

　

適
正
さ
、
つ
ま
り
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
と
は
、
周
知
の
と
お
り
、「
正
義
」

に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
じ
る
な
か
で
、「「
合
法
的
な
正
し
さ
」
を

是
正
す
る
も
の
」
と
し
て
と
り
あ
げ
た
原
理
で
あ
り
、「
あ
る
特
定
の
状
況

に
お
い
て
普
遍
的
原
則
を
こ
え
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
き
」
に
、

「
個
別
的
な
こ
と
が
ら
」
を
顧
慮
す
る
か
た
ち
で
法
を
是
正
す
る
「
無
限
に

柔
軟
な
」
原
理
を
意
味
す
（
11
（

る
。
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
、
す

な
わ
ち
適
正
さ
の
教
説
」
に
か
ん
し
て
、「
そ
れ
を
抽
象
的
な
法
規
範
に
対

置
し
た
」
こ
と
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
不
朽
の
名
誉
」
を
な
す
と
考
え
る

（GS.（.（0（

）。
な
ぜ
な
ら
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
あ
っ
て
、
あ
る
べ
き
倫
理

は
、
一
方
で
理
性
に
も
と
づ
く
普
遍
的
な
視
点
を
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
要

請
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
あ
く
ま
で
、
個
々
の
特
殊
な
状
況

や
他
者
の
あ
り
方
に
呼
応
す
る
衝
動
や
情
動
に
こ
そ
根
ざ
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
た
と
え
ば
、
法
規
範
は
、「
特
殊
な
も
の

の
経
験
」
に
そ
く
し
て
そ
の
つ
ど
是
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
か
ら
で

あ
（
11
（
る
（cf.�GS.（.（0（

）。
カ
ン
ト
に
お
け
る
よ
う
に
、
自
己
支
配
を
貫
く
こ

と
で
自
律
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
し
か
し
、
そ
の
よ

う
に
個
々
の
特
殊
な
状
況
や
他
者
の
あ
り
方
に
呼
応
し
左
右
さ
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
「
人
物
と
特
殊
な
諸
状
況
を
顧
慮
し
て
」（in�

A
nsehung�

der�
Person�und�der�besonderen�U

m
stände

）
ふ
る
ま
う
こ
と
は
、
む
し

い
う
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
思
考
の
歴
史
を
ふ

り
か
え
っ
て
み
る
な
ら
、
自
己
支
配
と
い
う
こ
と
が
ら
は
そ
の
も
の
と
し
て

は
、
ス
ト
ア
派
や
そ
の
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
に
あ
っ
て
（「
自
己
自
身
の

主
人
」
を
め
ぐ
る
デ
カ
ル
ト
や
ル
ソ
ー
の
思
考
を
想
起
し
て
も
よ
（
11
（

い
）、
い

わ
ば
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
す
ぐ
れ
た
あ
り
方
と
し
て
、
む
し
ろ
し

ば
し
ば
称
揚
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
な
ぜ
、

抑
圧
と
し
て
の
自
己
支
配
、「
内
的
自
然
」
に
対
す
る
支
配
を
批
判
の
対
象

と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
自
己
支
配
と
倫
理

　

こ
の
点
に
か
か
わ
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は
、
こ
れ
も
ま
た
さ
ら
に
多
様
な

観
点
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
重
な
り
あ
う
二
つ
の
面
に
し
ぼ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
そ
の
一
方
は
、
倫

理
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自

律
的
で
あ
ろ
う
と
し
、
自
己
支
配
を
求
め
る
あ
り
方
は
、
世
界
に
応
じ
て
変

動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
衝
動
や
情
動
を
、
あ
る
い
は
ま
た
他
者
の
あ
り
よ
う
に

そ
の
つ
ど
共
鳴
す
る
「
共
感
、
同
情
、
直
接
的
な
お
も
い
や
り
」
を
抑
圧
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
（cf.�N

S.�IV
-（0.（78

）、
世
界
や
他
者
に
対
す
る
あ
る

べ
き
関
わ
り
方
そ
の
も
の
を
抑
制
し
、
切
り
縮
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、

そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
講
義
の
な
か
で
ア

ド
ル
ノ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
エ
ピ
エ
イ
ケ
イ
ア
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
「
適
正
さ
」（Billigkeit

）
と
訳
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
適
正
さ
は
、
ひ
と
は
た
だ
法
則
に
従
っ
て
行



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�
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て
し
ま
う
の
で
あ
る
。（GS.（.72f.

［　

］
は
筆
者
）

　
「
文
明
化
」
の
た
め
に
「
人
間
の
内
な
る
自
然
（N

atur�im
�M

enschen

）

を
否
定
す
る
こ
と
」
は
、
や
が
て
「
自
ら
の
生
の
目
的
」（das�T

elos�des�
eigenen�Lebens

）
そ
の
も
の
を
混
乱
さ
せ
、
見
と
お
し
が
た
い
も
の
に
し

て
し
ま
う
。
少
し
強
い
か
た
ち
で
い
い
か
え
れ
ば
、「
人
間
の
自
ら
自
身
に

対
す
る
支
配
」
は
、「
潜
在
的
に
は
つ
ね
に
、
そ
う
し
た
支
配
が
ま
さ
に
そ

れ
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
当
の
主
体
の
根
絶
で
あ
る
」（GS.（.7（

）。
と
は

い
え
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
自
己
支
配
、
内
的
な
自
然
の
支
配
は
、
な
ぜ
「
生

の
目
的
」
を
不
透
明
に
し
、「
当
の
主
体
」
の
根
絶
と
い
う
あ
る
種
の
逆
説

的
な
自
己
否
定
に
結
び
つ
き
う
る
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
簡
単
に
整

理
し
て
お
く
。

　

ま
ず
、
人
が
自
己
保
存
に
向
け
て
「
外
な
る
自
然
」
を
支
配
し
う
る
た
め

に
は
、「
人
間
の
内
な
る
自
然
」
を
も
支
配
す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
そ
れ
を

抑
圧
し
、
押
し
殺
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
部

の
自
然
を
支
配
す
る
た
め
に
は
そ
も
そ
も
、
世
界
か
ら
「
距
離
を
と
る
」

（distanzieren

）
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（cf.�

GS.�（.（（

）。
た
と
え
ば
、
労
働
と
い
う
か
た
ち
で
世
界
に
働
き
か
け
、
あ

る
い
は
世
界
に
つ
い
て
認
識
し
思
考
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ば
世
界
に
密
着

し
そ
こ
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
世
界
か
ら
一
定
て
い

ど
独
立
し
た
位
置
を
保
つ
こ
と
、
何
ほ
ど
か
世
界
を
俯
瞰
す
る
視
点
を
も
つ

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
「
主
体
が
客
体
か
ら

距
離
を
と
る
こ
と
」（GS.8.（02

）
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
外
部
の
世

界
の
あ
り
よ
う
に
そ
の
つ
ど
感
応
し
共
鳴
し
て
し
ま
う
「
内
な
る
自
然
」
を
、

ろ
「
他
律
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
抑
制
さ
れ
る

べ
き
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
自

己
支
配
を
求
め
、
他
者
に
共
鳴
す
る
情
動
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
態
度
は
、
い

わ
ば
「
他
者
た
ち
の
運
命
に
対
す
る
無
関
心
」
と
な
り
、
ア
ド
ル
ノ
が
「
災

厄
の
条
件
」
と
み
な
す
「
冷
淡
さ
」（K

älte

）
と
い
う
あ
り
方
に
、
つ
ま
り

「
そ
れ
な
し
に
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
可
能
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」

主
体
の
あ
り
方
に
結
び
つ
く
こ
と
に
も
な
（
11
（
る
（GS.（0.（87f.;�GS.（.（（（

）。

（
三
）
自
己
支
配
の
逆
説

　

自
己
支
配
な
い
し
抑
圧
と
い
う
こ
と
が
ら
を
批
判
の
対
象
と
す
る
ア
ド
ル

ノ
の
思
考
は
、
た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
も
う
少
し
原
理
的
な
視
点
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
以
来
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考

の
ひ
と
つ
の
核
心
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
、「
自

己
保
存
」
の
た
め
に
「
自
然
支
配
」
を
遂
行
す
る
主
体
そ
の
も
の
が
陥
る
あ

る
種
の
逆
説
に
向
け
ら
れ
た
視
点
で
あ
る
。『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
け
る
、

よ
く
知
ら
れ
た
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
論
か
ら
、
関
連
す
る
一
節
を
引
い
て

お
く
。…

…
文
明
化
を
お
し
進
め
る
あ
ら
ゆ
る
合
理
性
の
核
心
で
あ
る
こ
の
否

定
［
す
な
わ
ち
人
間
の
内
な
る
自
然
の
否
定
］
こ
そ
が
、
増
殖
し
続
け

る
神
話
的
な
非
合
理
性
の
細
胞
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
内
な
る
自

然
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
な
る
自
然
の
支
配
と
い
う
目
的
だ

け
で
な
く
、
自
ら
の
生
の
目
的
が
、
混
乱
し
、
見
と
お
し
が
た
く
な
っ
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て
の
自
ら
自
身
を
い
わ
ば
押
し
殺
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
。

自
己
支
配
と
重
な
る
も
の
と
し
て
の
自
律
は
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
批
判
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
自
律
の
概
念
に
批
判
を
向
け
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考

の
う
ち
に
は
、
た
だ
し
、
本
節
の
は
じ
め
に
示
唆
し
て
お
い
た
と
お
り
、
少

な
く
と
も
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
大
き
な
論
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
。
自
律
そ
の
も
の
の
も
と
に
「
他
律
」
の
要
素
を
指
摘
す
る
そ
の
論
点
に

つ
い
て
、
節
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

五　

他
律
と
し
て
の
自
律

　

こ
れ
ま
で
自
律
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
は
、
じ
つ
は
そ
の
も

の
が
他
律
の
要
素
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
主
張
し
、
い
わ
ば

「
自
律
の
内
的
組
成
に
混
ざ
り
込
ん
だ
他
律
」（GS.（.2（8

）
を
摘
出
し
よ

う
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は
、
と
は
い
え
や
は
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
入
り
く

ん
だ
観
点
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
も
、
い
く
つ
か
の
特
徴

的
な
要
点
を
と
り
出
し
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
大
き
く
二
つ
の
観
点
に
―
い

わ
ゆ
る
「
個
人
の
自
律
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
、
カ
ン
ト
が
考
え
た
よ
う
な

よ
り
強
意
の
自
律
に
か
か
わ
る
も
の
と
に
―
分
け
つ
つ
整
理
を
し
て
お
き

た
い
。
ま
ず
は
前
者
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
個
人
の
自
己
規
定
と
他
律

　

す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
、
し
ば
し
ば
ミ
ル
に
お
け
る
自
由
の
概
念
が
そ

の
典
型
と
み
な
さ
れ
る
「
個
人
の
自
律
」
と
は
、
い
わ
ば
個
人
の
自
己
規
定

な
い
し
自
己
決
定
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
既
出
の
ミ
ル
の
言
葉
を
も
ち
い
て

つ
ま
り
は
多
様
な
衝
動
や
情
動
―
と
く
に
「
ミ
メ
ー
シ
ス
的
衝
動
」（m

i-
m

etischer�Im
puls

）
と
呼
ば
れ
る
身
体
的
衝
動
―
を
た
え
ず
抑
制
し
、

あ
る
い
は
そ
の
充
足
を
「
断
念
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（cf.�GS.（.7（
）。

　

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
に
抑
圧
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
内
的
な
自
然
と
し

て
の
多
様
な
衝
動
や
情
動
は
、
自
然
支
配
を
行
う
当
の
主
体
に
と
っ
て
、
じ

つ
は
不
可
欠
の
も
の
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、

そ
う
し
た
主
体
も
や
は
り
「
生
け
る
も
の
」（das�Lebendige

）
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
（GS.（.7（

）。
つ
ま
り
は
そ
れ
自
身
が
ま
た
、
世
界
と
接
触
し
、

何
ほ
ど
か
連
続
し
て
い
る
身
体
的
な
存
在
で
あ
り
、
あ
る
い
は
身
体
に
根
ざ

し
た
衝
動
や
情
動
の
う
え
に
こ
そ
あ
る
存
在
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し

た
「
生
け
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
は
、
世
界
に
呼
応
す
る
多
様
な
衝
動
や

情
動
に
何
ほ
ど
か
身
を
ゆ
だ
ね
、
そ
れ
を
充
足
す
る
こ
と
が
お
よ
そ
な
く
な

る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
幸
福
」
を
感
じ
る
こ
と
も
不
可
能
に
な
る
ば
か

り
で
な
く
（cf.�GS.（.82f.

）、
そ
も
そ
も
生
存
す
る
こ
と
自
体
も
困
難
に
な

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
己
支
配
は
、
あ
る
種
の
自
己
否
定
に
通
じ
う
る
も
の

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
支
配
の
た
め
に
、
世
界
の
あ
り
方
に
感
応
す
る

内
な
る
自
然
の
抑
圧
を
お
し
進
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
衝
動
や
欲
求
の
充
足
を
断

念
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
「
潜
在
的
」
に
は
、「
生
け
る
も
の
」

と
し
て
の
そ
の
主
体
の
基
盤
を
掘
り
崩
し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
窒
息
さ
せ
て
し

ま
う
こ
と
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
自
己
支
配
、
内
的
自
然
の
抑
圧
は
、

可
能
性
と
し
て
は
つ
ね
に
、
逆
説
的
な
自
己
否
定
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

抑
圧
と
し
て
の
自
己
支
配
は
、
一
方
で
は
、
世
界
や
他
者
に
対
す
る
あ
る

べ
き
関
わ
り
方
そ
の
も
の
を
抑
制
し
、
他
方
で
は
、「
生
け
る
も
の
」
と
し



　
〈
開
か
れ
る
こ
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と
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て
の
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律�

一
二

��2（7��

よ
る
決
定
な
の
で
は
な
く
、
じ
っ
さ
い
に
は
む
し
ろ
、
他
者
た
ち
と
の
社
会

的
な
関
係
、
あ
る
い
は
世
界
と
の
関
係
の
な
か
で
可
能
に
な
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
外
的
な
諸
要
素
に
も
と
づ
い
た
決
定
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
個
人
の
自
律
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
批
（
1（
（

判
と
も
重
な

る
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
は
、『
否
定
弁
証
法
』
の
次
の
一
節
に
も
示

さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
主
体
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、

そ
う
し
た
主
体
が
自
ら
を
そ
こ
か
ら
引
き
離
す
も
の
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ

る
諸
主
体
の
連
関
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
媒
介
に
よ
っ
て
、

主
体
は
そ
の
も
の
が
、
自
ら
の
自
由
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
で
あ
ろ

う
と
は
欲
し
て
い
な
い
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
他
律
的
に
な
る
。

（GS.（.2（（

）

　
「
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
主
体
」（das�

verm
eintlich�

ansichseiende�Subjekt

）
は
、
じ
っ
さ
い
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
諸
主
体
の
連

関
」
に
よ
っ
て
「
媒
介
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
主
体
の

あ
り
よ
う
は
、
じ
つ
は
む
し
ろ
「
他
律
的
」
で
あ
る
。
個
人
の
自
己
決
定
と

し
て
現
わ
れ
る
も
の
は
、
じ
っ
さ
い
に
は
純
然
た
る
「
自
分
自
身
」
に
よ
る

決
定
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
他
律
的
な
か
た
ち
で
こ
そ
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
個
人
の
「
決
断
」
の
う
ち
に
は
、「
外
的
な
現
実
、
と
り
わ

け
社
会
的
な
現
実
の
お
び
た
だ
し
い
モ
メ
ン
ト
が
入
り
こ
ん
で
い
る
」
の
で

あ
る
（GS.（.2（2

）。
し
た
が
っ
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
個
人
の
自
律
、
そ

の
自
己
決
定
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
に
、
何
か
実
体
的
な
も
の
と
し
て
語
ら

い
え
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
自
ら
自
身
の
判
断
と
感
情
に
も
と
づ
い
て

決
定
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
自
己
規
定
が
可
能
で
あ
る
た
め

に
は
、
た
だ
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
選
択
し
決
定
を
行

う
何
か
、
た
と
え
ば
「
衝
動
」、「
欲
求
」、「
感
情
」、「
好
み
」（prefer-

ence

）、「
性
格
」、「
意
見
」（opinion

）、「
判
断
」
等
々
が
「
自
分
自
身
の

も
の
」（his�ow

n
）
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
（
11
（

る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で

「
自
分
自
身
の
」
欲
求
、
好
み
、
意
見
等
々
に
よ
っ
て
選
択
を
行
い
決
意
す

る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
し
か
し
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
自
律

は
、
じ
つ
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
は

不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
個
人
の
自
律
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
い
わ
ば
他
律
的
な
か
た
ち
で
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に

ア
ド
ル
ノ
は
考
え
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
端
的
に
、
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
に
そ

く
し
て
い
え
ば
、「
人
間
の
本
質
は
、
そ
の
現
実
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、

社
会
的
諸
関
係
の
総
体
（das�ensem
ble�der�gesellschaftlichen�V

er-
hältnisse

）
で
あ
（
11
（
る
」
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
テ
ク

ス
ト
か
ら
引
け
ば
、「
自
我
の
内
容
は
す
べ
て
社
会
に
、
あ
る
い
は
端
的
に

客
体
へ
の
関
係
（die�Beziehung�zum

�O
bjekt

）
に
由
来
し
て
い
る
」

（GS.（.（7（

）
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
純
粋
な
自
己
（Selbst

）
と
は
ひ

と
つ
の
抽
象
物
で
あ
る
」（ibid.

）
の
で
あ
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
「
自
分
自

身
の
」
欲
求
、
好
み
、
意
見
等
々
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で

「
社
会
的
諸
関
係
」
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
「
客
体
へ
の
関
係
」
に
も
と
づ

い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
自
身
の
欲
求
や
好
み
等
に
よ
る

決
定
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
ら
は
、
文
字
ど
お
り
の
「
自
分
自
身
の
も
の
」
に
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―
ま
っ
た
く
無
関
係
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
自
律
と
は
む
し

ろ
、
純
粋
実
践
理
性
の
、
あ
る
い
は
「
知
性
（Intelligenz

）
と
し
て
の
わ

れ
わ
れ
の
意
志
（W

ille

）」
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
の
本
来
の
自
己
（ei-

gentliches�
Selbst

）」
の
自
己
立
法
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
道
徳
法
則

と
い
う
「
定
言
的
」
な
、
つ
ま
り
は
意
志
の
客
体
な
い
し
そ
の
対
象
か
ら
は

端
的
に
独
立
し
た
か
た
ち
で
も
た
ら
さ
れ
る
法
則
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
す
ぐ
れ

て
「
普
遍
性
」（A

llgem
einheit

）
を
そ
な
え
た
法
則
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能

に
な
る
形
式
的
な
自
己
規
定
で
あ
（
11
（
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
実
の
人
間
、

つ
ま
り
一
方
で
は
知
性
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
同
時
に
感
性
的
な
存
在

で
あ
り
、
感
情
や
傾
向
性
に
つ
き
動
か
さ
れ
も
す
る
人
間
に
あ
っ
て
は
、
自

律
は
あ
く
ま
で
「
強
制
」（N

ötigung

）
と
し
て
意
識
さ
れ
る
も
の
に
な
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
自
律
が
可
能
と
な
り
、
意
志
が
道
徳
法
則
に
「
服

従
す
る
」
こ
と
が
現
実
に
な
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、「
自
己
束
縛
」（Selbst-

zw
ang

）
が
、
あ
る
い
は
す
で
に
言
及
し
た
と
お
り
、「
自
己
支
配
」
が
必

要
と
な
（
11
（
る
。

　

カ
ン
ト
が
考
え
る
強
意
の
自
律
は
こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
す
ぐ
れ
て
理
性

的
で
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
な
衝
動
や
感
情

か
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
特
定
の
欲
求
や
思
考
の
内
容
か
ら
独
立
し
た
か
た
ち

で
な
さ
れ
る
自
己
規
定
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
そ
こ
に
、
知
性
と
し
て
の

「
本
来
の
自
己
」
に
と
っ
て
外
的
な
要
素
、
つ
ま
り
他
律
的
な
要
素
が
混
入

す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
し
か
し
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
意
味
で
の
自
律
に
も
、（
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
に
お
い

て
こ
そ
、）
拭
い
が
た
く
他
律
の
要
素
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
は
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
構
想
し
た
自
律
が
、
現
実
の
人
間
に

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」、
つ
ま
り
ア
ド
ル

ノ
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば
「
社
会
的
に
必
然
的
な
仮
象
」
で
し
か
な

い
こ
と
に
な
（
11
（
る
（cf.�GS.（.2（（,�（07

）。

　

個
人
の
自
己
決
定
と
し
て
想
定
さ
れ
る
自
律
は
じ
つ
は
あ
る
種
の
抽
象
に

す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
他
律
的
な
あ
り
方
が
看
取
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
し
か
し
さ
っ
そ
く
次
の

よ
う
な
疑
問
が
生
じ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ル
が
考
え
て

い
た
よ
う
な
個
人
の
自
律
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
か
り
に
ア
ド
ル
ノ
の
指
摘

が
当
て
は
ま
る
と
す
る
と
し
て
も
、
し
か
し
カ
ン
ト
が
考
え
た
よ
う
な
意
味

で
の
自
律
の
概
念
に
は
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
妥
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、

た
と
え
ば
そ
の
よ
う
な
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
自

律
と
は
、「
純
粋
実
践
理
性
」
の
自
己
立
法
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
で
理

性
的
な
自
己
規
定
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ

れ
に
お
い
て
は
、「
外
的
な
現
実
」
の
モ
メ
ン
ト
の
入
り
こ
む
余
地
は
そ
も

そ
も
な
く
、
つ
ま
り
は
「
他
律
」
の
要
素
は
い
っ
さ
い
封
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
し
か
し
、
そ
う
は
考
え
な
い
。

ア
ド
ル
ノ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
考
え
た
独
特
な
意
味
で
の
自
律

に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
「
他
律
」
の
要
素
が
強
く
伴
わ
れ
て
い
る
と
み
な
さ

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
次
第
を
次
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
二
）
内
面
化
さ
れ
た
他
律

　

周
知
の
と
お
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
自
律
の
概
念
は
、
感
性
的
な
衝
動
や

欲
求
、
好
み
と
い
っ
た
も
の
、
な
い
し
「
傾
向
性
」
と
は
―
そ
れ
ら
が
自

分
自
身
（
現
象
と
し
て
の
自
己
）
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�

一
四

��2（（��

再
生
産
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
そ
れ
自
身
が
他
律
的
に
な

っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
み
な
す
視
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
自
律
概
念
を
め

ぐ
る
こ
う
し
た
視
点
は
、
た
だ
し
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア

ド
ル
ノ
の
思
考
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
比
較
的
早
い
時

期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
重
な
る
批
判
を
、
し
か
も
お
そ
ら
く
は
よ

り
わ
か
り
や
す
い
し
か
た
で
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
構
想
し

た
よ
う
な
「
人
間
の
意
志
の
自
律
」
に
従
う
者
、
つ
ま
り
「
自
ら
の
義
務
の

命
令
に
服
従
す
る
者
」
は
、
じ
つ
は
自
由
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、「
主
人
を
自

ら
の
う
ち
に
も
ち
、
し
か
も
同
時
に
、
自
ら
自
身
の
奴
隷
（sein�

eigener�
K

necht

）
で
あ
る
」
の
で
あ
り
、
結
局
は
他
律
的
な
あ
り
方
に
陥
っ
て
い

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
衝
動
、
傾
向
性
、
情
動
的
な
愛
、
感
性
、
等
々
と

い
っ
た
特
殊
な
も
の
に
と
っ
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
は
必
然
的
か
つ
永
遠
に
、

疎
遠
な
も
の
（ein�Frem

des

）、
客
体
的
な
も
の
で
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ゆ
え
現
実
の
人
間
か
ら
す
れ
ば
、
普
遍
的
な
道
徳
法
則
に
も
と
づ
く
自

律
の
あ
り
方
に
は
、
よ
そ
よ
そ
し
い
「
客
体
性
」
が
、
す
な
わ
ち
「
実
定
性
、

他
律
」
が
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
（
11
（
る
。

（
三
）
自
己
の
堅
固
さ
と
適
応

　

カ
ン
ト
の
思
考
が
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
な
る
強
意
の
自
律
の
概
念
は
、

自
己
支
配
と
い
う
か
た
ち
を
実
質
的
に
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
い
わ
ば
内
面
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
他
律
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
捉
え
る
視
点
は
、
た
だ
し
ア
ド
ル
ノ
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
、
い
く
つ

か
の
特
徴
的
な
観
点
と
結
び
つ
い
て
も
い
る
。
本
節
の
最
後
に
、
そ
の
ひ
と

つ
を
少
し
急
ぎ
足
で
確
認
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、（
と
り
わ
け
カ

あ
っ
て
は
、「
強
制
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
「
自
己
支
配
」
と
い
う

か
た
ち
を
と
る
こ
と
に
あ
（
11
（
る
。
こ
れ
ま
で
も
と
き
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

き
た
こ
の
（
11
（
点
に
関
連
し
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
た
と
え
ば
道
徳
哲
学
を
め
ぐ
る
講

義
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
カ
ン
ト
の
も
と
で
絶
対
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
強
制
、
つ
ま
り
形

式
的
な
原
理
と
し
て
絶
対
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
強
制
は
、
カ
ン
ト
に

あ
っ
て
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
無
条
件
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
も
の
が
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の

こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（N

S.�IV
-（0.（2（

）

　

カ
ン
ト
に
あ
っ
て
「
形
式
的
な
原
理
と
し
て
絶
対
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る

強
制
」、
換
言
す
れ
ば
、
理
性
的
で
形
式
的
な
自
己
規
定
と
し
て
の
自
律
が

現
実
の
人
間
に
お
い
て
と
る
あ
り
方
で
あ
る
「
強
制
」
は
、
じ
つ
は
け
っ
し

て
「
無
条
件
な
も
の
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
そ
の
も
の
が
」
あ
く
ま
で

「
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
」（ein�Bedingtes

）、
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
は
、
何
ほ
ど
か
他
律
的
な
も
の
で
あ
る
。「
い
わ
ゆ
る
カ
ン
ト
的
な

自
律
の
た
だ
な
か
」
に
は
「
他
律
的
な
も
の
の
モ
メ
ン
ト
」
が
潜
ん
で
い
る

の
で
あ
る
（ibid.;�cf.�GS.（.2（8;�N

S.�IV
-（.（（（

）。

　

こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
に
お
い
て
、
そ
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
の

は
次
の
よ
う
な
視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
が
考
え
る
自
律
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
衝
動
や
情
動
を
も
つ
現
実
の
人
間
に
あ
っ
て
は
自
己
「
支
配
」
と
い

う
か
た
ち
を
と
る
も
の
と
な
る
以
上
、
い
わ
ば
そ
の
内
的
構
造
の
う
ち
に
、

「
支
配
／
従
属
」
と
い
う
自
他
の
対
立
を
前
提
と
し
た
関
係
を
持
ち
込
み
、
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る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
言
い
方
に
そ

く
し
て
い
え
ば
、（
も
ち
ろ
ん
そ
の
超
越
論
的
観
念
論
か
ら
す
れ
ば
、「
本
来

の
自
己
」
は
「
見
え
ざ
る
自
己
（
11
（

」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
経
験
的
な
性
質
を

当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
現
実
の
意
志
の
あ

り
方
と
し
て
、）「
揺
る
ぎ
な
き
決
意
」（unw

andelbarer�
V

orsatz

）、

「
確
固
た
る
決
心
」（feste�Entschließung

）、「
確
固
た
る
心
術
」（feste�

Gesinnung

）
等
が
、
自
律
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
体
に
は
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
（
11
（
る
（
自
律
的
で
あ
る
た
め
に
自
己
制
御
と
「
堅
固
さ
」
の
必
要
性
を

論
じ
る
ミ
ル
の
視
点
を
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
）。

　

自
律
的
な
主
体
の
あ
り
方
と
し
て
想
定
さ
れ
る
そ
う
し
た
硬
さ
や
堅
固
さ

は
、
し
か
し
「
生
け
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
そ
の
も
の
の
も
と
に
は
、
じ

つ
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
現
実
の
主
体
は
、

い
わ
ば
否
応
な
く
到
来
す
る
世
界
や
他
者
の
あ
り
よ
う
に
そ
の
つ
ど
情
動
的

に
呼
応
し
て
た
え
ず
変
容
し
て
ゆ
く
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、

あ
る
い
は
ま
た
（
少
し
強
引
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉
に
そ
く
し
て
い
う
な
ら
、）

人
が
自
分
の
内
部
に
見
い
だ
し
う
る
の
は
、
た
と
え
ば
「
苦
や
快
、
悲
し
み

や
喜
び
と
い
っ
た
情
念
や
感
覚
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
継
起
す
る
」
あ
り
さ
ま
で
し

か
な
い
か
ら
で
あ
（
11
（
る
。
硬
さ
や
堅
固
さ
と
い
う
あ
り
方
が
じ
っ
さ
い
に
見
い

だ
さ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
あ
く
ま
で
「
外
部
の
世
界
」
に
お
い
て
で
あ
り
、

そ
こ
で
人
が
出
く
わ
す
「
主
体
自
身
で
な
い
も
の
」（das�nicht�Subjekt-

eigene
）
の
も
と
で
の
こ
と
で
あ
る
（N

S.�IV
-（（.2（（f.

）。
つ
ま
り
、
そ

う
し
た
あ
り
方
が
ま
ず
経
験
さ
れ
る
の
は
、
外
部
の
世
界
に
お
い
て
人
が
突

き
あ
た
る
既
存
の
も
の
、
と
も
か
く
も
現
に
あ
る
事
物
の
あ
り
方
と
し
て
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
、「
私
た
ち
が
そ
れ
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る

ン
ト
的
な
）
自
律
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
意
志
、
あ
る
い
は
主
体
の
あ
り
方

そ
の
も
の
が
、
元
来
ほ
か
な
ら
ぬ
「
他
律
」
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
（
す
で

に
第
三
節
で
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
な
）
既
存
の
も
の
へ
の
「
適
応
」
と
い

う
意
味
で
の
他
律
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
み
な
す
観
点
で

あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
の
ひ
と
つ
の
基
底
を
な
す
も
の
と
も
い
え
る
こ
の

観
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
歴
史
と
自
由
を
主
題
と
し
た
あ
る
講
義
の
な
か

で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

…
…
強
い
自
我
と
し
て
の
意
志
を
特
徴
づ
け
る
ま
さ
し
く
こ
れ
ら
の
性

質
や
硬
さ
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
力
で
あ
る
よ
う

な
も
の
の
硬
さ
、
不
可
入
な
あ
り
方
と
い
う
性
質
に
そ
く
し
て
、
そ
の

も
の
が
生
み
出
さ
れ
、
獲
得
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。（N

S.�IV
-（（.�

2（（f.

）

　
「
強
い
自
我
と
し
て
の
意
志
」（der�W

ille�qua�starkes�Ich
）
を
特
徴

づ
け
る
性
質
と
な
る
の
は
、「
硬
さ
」（H

ärte

）
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
堅

固
さ
」（Festigkeit

）
で
あ
る
（N

S.�IV
-（（.2（（

）。
そ
し
て
い
う
ま
で
も

な
く
、
硬
さ
や
堅
固
さ
と
い
う
そ
う
し
た
性
質
こ
そ
、
自
律
と
い
う
こ
と
が

ら
に
お
い
て
主
体
に
求
め
ら
れ
る
あ
り
方
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
現
実
の

人
間
、「
生
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
に
あ
っ
て
、
自
律
が
成
り
立
ち
う

る
た
め
に
は
、
い
わ
ば
「
一
瞬
一
瞬
の
情
動
に
よ
っ
て
変
転
し
、
あ
ち
こ
ち

に
つ
き
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
」（N

S.�IV
-（（.2（（

）
よ
う
な
あ
り
方
は
た
え

ず
抑
制
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
、
何
か

し
ら
堅
固
な
、
確
固
た
る
自
己
の
あ
り
方
が
可
能
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
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あ
り
方
へ
の
適
応
に
、
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
、

自
律
の
た
め
に
想
定
さ
れ
る
主
体
の
あ
り
方
は
、
そ
の
も
の
が
他
律
に
よ
っ

て
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
そ
う
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
て
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
あ
っ
て
は
、
し
ば
し
ば
想
定
さ
れ
る
意
味

で
の
自
律
、
つ
ま
り
何
か
し
ら
堅
固
な
自
己
の
あ
り
方
、
自
己
固
有
の
あ
り

方
を
前
提
と
し
、
自
己
支
配
と
重
な
り
あ
う
も
の
と
な
る
よ
う
な
自
律
の
概

念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
か
ら
い
く
え
に
も
批
判
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
は
、

世
界
や
他
者
に
対
す
る
あ
る
べ
き
関
わ
り
方
を
切
り
縮
め
、「
生
け
る
も
の
」

と
し
て
の
自
ら
自
身
を
窒
息
さ
せ
る
可
能
性
を
潜
在
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
じ
つ
は
そ
の
も
の
が
他
律
の
要
素
を
は
ら
み
、
む
し
ろ
内
面
化

さ
れ
た
か
た
ち
で
の
他
律
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
そ
う
し
た

自
律
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
主
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
現
存
す
る
事
物

の
あ
り
方
へ
の
適
応
と
い
う
意
味
で
の
他
律
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
う
る
も
の

で
し
か
な
い
。

　

自
律
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
批
判
は
、
し
か
し

本
論
の
は
じ
め
に
触
れ
た
と
お
り
、
け
っ
し
て
自
律
の
概
念
そ
の
も
の
を
無

効
と
し
、
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ
は
、
こ

れ
ま
で
し
ば
し
ば
想
定
さ
れ
て
き
た
自
律
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
そ
の
こ
と

を
通
じ
て
、
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
の
積
極
的
な
可
能
性
を
か
た
ち
づ
く
る

諸
要
素
を
救
い
出
し
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
律
の
概
念
を
探
り
あ
て
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
は
、
何
が
そ
う
し
た
諸
要
素
と
な

り
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
自
律
の
概
念
が
あ
ら
た
め
て
構
想
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
次
節
以
降
で
は
、
そ
の
こ
と
を
い
く
つ
か
の
論
点
に
そ
く
し
て
考

え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
次
節
で
は
、
と
り
わ
け
「
抵
抗
」
な
い
し

（keine�
M

acht�
haben

）
よ
う
な
も
の
」
に
お
け
る
「
硬
さ
、
不
可
入
な

あ
り
方
」（das�H

arte,�U
ndurchd

（
1（
（

ringliche

）
と
し
て
で
あ
る
。
硬
さ
や

堅
固
さ
と
い
う
性
質
は
、
外
部
の
世
界
に
お
け
る
既
存
の
事
物
の
あ
り
よ
う

と
し
て
、
は
じ
め
て
経
験
さ
れ
う
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
、
自
律
的
な
主
体
の
あ
り
方
そ
の

も
の
が
他
律
に
よ
っ
て
、
も
し
く
は
適
応
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
み
な

し
う
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
律
に
お
い
て
主
体
に
想
定
さ
れ
る
あ

り
方
と
な
る
硬
さ
や
堅
固
さ
、
す
な
わ
ち
「
強
い
自
我
と
し
て
の
意
志
」
を

特
徴
づ
け
る
そ
れ
ら
の
性
質
は
、
む
し
ろ
外
界
に
お
け
る
既
存
の
事
物
の
硬

さ
、
そ
の
不
可
入
性
に
「
そ
く
し
て
」（an

）、
あ
る
い
は
そ
れ
に
な
ら
っ

て
、
は
じ
め
て
「
生
み
出
さ
れ
、
獲
得
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、
換
言

す
れ
ば
、
そ
う
し
た
あ
り
方
は
、「
生
け
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
が
、
現

存
す
る
事
物
の
も
と
で
経
験
す
る
そ
の
堅
固
さ
へ
と
同
化
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
は
「
経
験
を
行
う
意
識
に
と
っ
て
外
界
が
も
つ
不
可
入
性
」
に
対
す
る

「
ミ
メ
ー
シ
ス
」（GS.（.（8（

）
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
こ
と
に

な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
言
葉
を
も
ち
い
て
い
え

ば
、
硬
く
堅
固
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
主
体
の
あ
り
方
は
、「
自
然
の
硬
直

し
た
あ
り
方
（Starrheit

）
を
模
倣
す
る
」
こ
と
、
い
わ
ば
「
死
せ
る
も

の
へ
の
同
化
」
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
死
せ
る
も
の
へ
の
適
応
」（A

npas-
sung�ans�T

ote

）
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
（
11
（
る
（GS.（.7（,�20（f.

）。

（
た
と
え
ば
、「
鏡
像
段
階
」
を
め
ぐ
る
ラ
カ
ン
の
視
点
に
お
い
て
、「
私
」

の
形
成
に
は
あ
る
種
の
「
疎
外
」
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
（
11
（
る
の
と

構
造
的
に
は
同
様
の
意
味
で
、）
硬
く
堅
固
な
自
己
の
あ
り
方
は
、
逆
説
的

に
も
、
外
部
の
も
の
へ
の
同
一
化
に
、
つ
ま
り
外
部
の
「
死
せ
る
」
事
物
の
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（
（
）Christm
an,�

“Autonom
y

”,�p.（（7;�cf.�John�Christm
an�&

�Joel�
A

nderson,�

“Introduction

”,�in�J.�Christm
an�&

�J.�A
nderson�

（eds.

）, A
utonom

y and the Challenges to Liberalism
,�Cam

-
bridge�U

niversity�Press,�200（,�p.2.

（
（
）John�Stuart�M

ill,�O
n Liberty�

（（8（（

）,�in�U
tilitarianism

 and 
O

n Liberty,�Blackw
ell,�200（,�p.（7.

／『
自
由
論
』（
塩
尻
公
明
・
木
村

健
康
訳
）
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
三
〇
頁
。
な
お
、『
自
由
論
』
で

は
「
自
律
」
と
い
う
言
葉
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

同
書
に
お
け
る
ミ
ル
の
思
考
に
あ
っ
て
は
実
質
的
に
、
強
く
「
自
律
」
の

概
念
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
例
え
ば
以
下
も
参
照
。

Richard�J.�A
rneson,�

“Mill�V
ersus�Paternalism

”,�in�John Stuart 
M

illʼs Social and Political T
hought: Critical A

ssessm
ents,�ed.�

by�G.�W
.�Sm

ith,�Routledge,�V
ol.2,�（（（8,�pp.2（7-2（（.

（
7
）Cf.�Christm

an,�

“Autonom
y

”,�p.（（（.

（
8
）Christine�M

.�K
orsgaard�

（w
ith�G.�A

.�Cohen�

［et�al.

］;�ed.�by�
O

nora�O
ʼN

eill

）,�T
he sources of norm

ativity,�Cam
bridge�U

ni-
versity�Press,�（（（（,�pp.（8-20,�（（,�（0（.

／『
義
務
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
倫
理
学
』（
寺
田
俊
郎
ほ
か
訳
）、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
二

一-

二
二
、
一
〇
七
、
一
二
二
頁
。

（
（
）Gerald�D

w
orkin,�T

he T
heory and Practice of A

utonom
y,�

Cam
bridge�U

niversity�Press,�（（88,�pp.（0-（（,�（0（,�（（0-（（（.

（
（0
）
こ
う
し
た
原
理
的
な
異
論
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
に
つ
い
て
、
た
と

え
ば
以
下
を
参
照
。Bernard�Berofsky,�

“Autonom
y�w

ithout�Free�
W

ill
”,�in�Jam

es�Stacey�T
aylor�

（ed.

）,�Personal A
utonom

y,�Cam
-

bridge�U
niversity�Press,�200（,�pp.（8-8（;�M

arina�A
.�L.�O

shana,�

“Autonom
y�and�Free�A

gency

”,�in�Ibid.,�pp.（8（-20（.

（
（（
）Christm

an�&
�A

nderson,�

“Introduction

”,�pp.（-（;�cf.�Catrio-

「
批
判
」
と
い
う
こ
と
が
ら
の
も
と
に
自
律
の
ひ
と
つ
の
積
極
的
要
素
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

注＊
本
稿
で
文
献
を
引
用
す
る
際
の
出
典
の
示
し
方
に
つ
い
て
、
ま
ず
ア
ド
ル

ノ
の
テ
ク
ス
ト
に
か
ん
し
て
は
注
（
（（
）
を
参
照
。
そ
れ
以
外
の
テ
ク
ス

ト
に
か
ん
し
て
は
、
そ
の
つ
ど
注
で
出
典
を
示
す
。
な
お
そ
の
場
合
、
邦

訳
書
の
あ
る
も
の
は
な
る
べ
く
そ
の
該
当
頁
数
を
あ
わ
せ
て
示
す
が
、
訳

語
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
邦
訳
書
と
一
致
し
て
い
な
い
。

（
（
）Cf.�John�Christm

an,�
“Autonom

y

”,�in�Roger�Crisp�（ed.

）,�T
he 

O
xford H

andbook of the H
istory of E

thics,�O
xford�U

niversity�
Press,�20（（,�p.（（（;�Rosem

arie�Pohlm
ann,�

“Autonom
ie

”,�in�H
is-

torisches W
örterbuch der Philosophie,�H

rsg.�von�Joachim
�Rit-

ter,�Schw
abe,�Bd.（,�（（7（,�S.70（.

（
2
）Cf.�Christm

an,�

“Autonom
y

”,�pp.（（（-（（7;�Pohlm
ann,�

“Au-
tonom

ie

”,�S.70（ff.;�

Ｊ
・
Ｂ
・
シ
ュ
ナ
イ
ウ
ィ
ン
ド
『
自
律
の
創
成
』

（
田
中
秀
夫
監
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
、
七
頁
、
七
〇
九

頁
。

（
（
）Jean-Jacques�Rousseau,�D

u Contrat social�

（（7（2
）,�Galli-

m
ard,�

（（（（,�
p.（87.

／『
社
会
契
約
論
』（
作
田
啓
一
訳
）、『
ル
ソ
ー
全

集
』
白
水
社
、
第
五
巻
、
一
九
七
九
年
、
所
収
、
一
二
六
頁
。

（
（
）Im

m
anuel�K

ant,�K
ritik der praktischen V

ernunft�

（（788

）,�in�
K

antʼs gesam
m

elte Schriften,�H
rsg.�von�der�K

öniglich�Preu-
ßischen�A

kadem
ie�der�W

issenschaften,�Bd.�V
,�S.（（.

／『
実
践
理

性
批
判
』（
坂
部
恵
・
伊
古
田
理
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』
岩
波
書
店
、
第

七
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
、
一
六
九
頁
。
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は
若
干
の
補
足
を
加
え
て
お
く
。
ま
ず
、
こ
の
概
念
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考

と
の
関
連
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
講
義
録
の
何
人
か
の
編
者
が

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
客
体
へ
の
自
由
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
（
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で

は
）
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
（cf.�

N
S.�IV

-（.（（0;�
N

S.�
IV

-
（（.（02

）。
た
だ
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
客
体
へ
の
自
由
」
と
い
う
概

念
そ
の
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
外
化
」
の
概
念
と
強
く
結
び
つ

く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
考
に
お
け
る
「
自

由
」
の
ひ
と
つ
の
側
面
に
あ
た
る
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
と
く
に
ア
ド

ル
ノ
の
認
識
論
に
お
い
て
「
客
体
へ
の
自
由
」
と
い
う
こ
の
概
念
が
担
い

う
る
意
味
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。

A
ndrea�K

ern,�Freiheit�zum
�O

bjekt.�Eine�K
ritik�der�A

porie�
des�Erkennes,�in�H

onneth�

（H
rsg.

）,�D
ialektik der Freiheit,�

Suhrkam
p,�200（,�S.（（ff.

（
（（
）
こ
こ
で
「
意
味
定
立
的
」（sinnsetzend

）
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、「
意
味
定
立
」（Sinnsetzung

）
と
い
う
概
念
は
ア
ド
ル
ノ

の
テ
ク
ス
ト
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考

に
お
け
る
鍵
概
念
と
は
み
な
し
え
な
い
。
ま
た
、
ア
ド
ル
ノ
が
こ
こ
で
、

「
意
味
定
立
的
」
と
い
う
語
に
関
連
し
て
誰
の
ど
の
よ
う
な
思
考
を
念
頭

に
お
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
（
こ
の
引
用
箇
所
の
前
後
の
文
脈
を
ふ

ま
え
て
も
）
判
然
と
し
な
い
。「
意
味
定
立
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
つ

い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
が
、「
事
実
そ
れ
自
体
」
と
い
っ
た

想
定
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
い
わ
ば
「
事
実
」
の
成
立
の
た
め
に

不
可
欠
と
な
る
作
用
と
し
て
言
及
し
て
い
る
（Friedrich�

N
ietzsche,�

K
ritische Studienausgabe,�H

rsg.�von�G.�Colli�und�M
.�M

ontinari,�
de�Gruyter,�N

euausgabe,�Bd.（2,�S.（（0

／『
権
力
へ
の
意
志
（
下
）』

（
原
佑
訳
）、『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
第
一
三
巻
、
一
九

na�M
ackenzie�&

�N
atalie�Stoljar,�

“Introduction:�A
utonom

y�Re-
figured

”,�in�C.�M
ackenzie�&

�N
.�Stoljar�

（eds.

）,�R
elational A

u-
tonom

y,�O
xford�U

niversity�Press,�2000,�pp.（-（2.
（
（2
）
た
と
え
ば
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
は
、
自
律
概
念
へ
の
諸
批
判
に
対

す
る
応
答
の
あ
り
方
を
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
批
判
を
徹
底
し
て
自
律
の
理
念
を
す
べ
て
無
効
に
す
る
も
の
、

批
判
を
受
け
止
め
な
が
ら
も
古
典
的
な
自
律
の
理
念
を
維
持
す
る
も
の
、

批
判
を
正
当
に
評
価
し
て
そ
れ
に
適
合
す
る
か
た
ち
で
自
律
の
理
念
を
再

構
成
す
る
も
の
、
で
あ
る
。A

xel�H
onneth,�D

as A
ndere der G

e-
rechtigkeit,�Suhrkam

p,�2000,�S.2（8f.

／『
正
義
の
他
者
』（
加
藤
泰
史

ほ
か
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
二-

二
六
四
頁
。

（
（（
）Cf.�

Christm
an,�

“Autonom
y

”,�pp.（（8-70（;�
M

ackenzie�
&

�
Stoljar,�

“Introduction:�A
utonom

y�Refigured

”,�pp.（（-2（.

（
（（
）
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
、
全
集
（T

he-
odor�W

.�A
dorno,�G

esam
m

elte Schriften 
［
＝GS.
］,�Suhrkam

p

）、

お
よ
び
現
在
刊
行
中
の
遺
稿
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
講
義
録
（N

achgelas-
sene Schriften,�A

bt.�IV
,�

［
＝N

S.�IV
.

］,�Suhrkam
p

）
か
ら
行
い
、
文
中

に
略
号
・
巻
数
・
頁
数
の
み
を
示
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
に
収
め
ら
れ
て

い
な
い
講
演
等
の
テ
ク
ス
ト
を
含
む
も
の
と
し
て
次
の
文
献
を
用
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
引
用
に
あ
た
っ
て
は
文
中
に
略
号
・
頁
数
の
み
を
示
す
。

T
heodor�W

.�A
dorno,�E

rziehung zur M
ündigkeit,�Suhrkam

p�

（T
aschenbuch

）,�（（7（�

［
＝EzM

.

］.�

な
お
、
邦
訳
書
が
あ
る
テ
ク
ス
ト

に
つ
い
て
、
そ
の
つ
ど
訳
書
の
該
当
頁
を
示
す
こ
と
は
省
く
が
、
本
稿

（
た
だ
し
次
号
に
掲
載
予
定
の
（
下
））
の
末
尾
に
提
示
す
る
文
献
一
覧
に

お
い
て
、
訳
書
の
書
誌
情
報
を
ま
と
め
て
示
す
。

（
（（
）
こ
の
「
客
体
へ
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
題
に
か
か
わ
る

範
囲
で
、
後
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
少
し
だ
け
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で



　

東
京
経
済
大
学　

人
文
自
然
科
学
論
集　

第
一
四
四
号�

一
九

��2（0��

あ
る
と
い
え
る
。
次
に
、
お
そ
ら
く
少
し
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
の
ひ

と
つ
は
、
こ
の
「
適
応
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ

っ
て
は
あ
る
種
の
二
義
性
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
本

稿
で
後
に
述
べ
る
こ
と
が
ら
に
も
か
か
わ
る
が
、）
適
応
は
、
多
く
の
文

脈
で
「
他
律
」
と
重
な
る
も
の
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る
一
方
で
、
い

わ
ば
既
存
の
も
の
で
は
な
い
何
か
へ
の
同
化
な
い
し
外
化
（
つ
ま
り
「
客

体
へ
の
自
由
」）
と
ほ
ぼ
同
義
の
こ
と
が
ら
と
し
て
、（
あ
ま
り
頻
繁
に
で

は
な
い
が
、）
積
極
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（cf.�GS.（0.7（（f.

）。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
注
（
（2
）
も
参
照
。

（
20
）「
抑
圧
」
と
し
て
の
自
律
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
比
較
的
新

し
い
も
の
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。K

laus�
Günter,�

Freiheit.�
Zur�

M
etakritik�

der�
praktischen�

V
ernunft�

I:�
D

ialektik�
der�

A
ufklälung�in�der�Idee�der�Freiheit,�in�A

xel�H
onneth�und�

Christoph�M
enke�

（H
rsg.

）,�T
heodor W

. A
dorno: N

egative D
i-

alektik,�A
kadem

ie�V
erlag,�200（,�S.（2（ff.;�M

enke,�Freiheit.�Zur�
M

etakritik�der�praktischen�V
ernunft�II:�K

ritik�der�

“abstrak-
ten�M

oralität

”,�in�Ibid.,�S.（（（ff.;�Brian�O
ʼConnor,�A

dorno,�Rout-
ledge,�20（（,�pp.（20-（（0.

（
2（
）K

ant,�D
ie M

etaphysik der Sitten�

（（7（7

）,�in�K
antʼs gesam

-
m

elte Schriften,�Bd.�V
I,�S.（07f.

／『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
樽
井
正

義
・
池
尾
恭
一
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
一
巻
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七

七-

二
七
八
頁
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
一
方
で
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ト
ア
派
に
お
け
る
よ
う

な
「
自
己
支
配
」（Selbstbeherrschung

）
や
「
情
動
や
情
念
の
抑
制
」

は
、「
善
き
意
志
」
の
原
則
そ
の
も
の
と
は
ひ
と
ま
ず
区
別
さ
れ
る

（K
ant,�G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten�

（（78（

）,�in�

九
三
年
、
九
三
頁
）。
ま
た
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
シ
ュ
ッ
ツ
は
『
社
会
的
世

界
の
意
味
構
成
』
等
に
お
い
て
、「
意
味
定
立
」
と
「
意
味
解
釈
」（Sin-

nbedeutung

）
と
を
対
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
つ
つ
論
究
を
行
っ
て
い

る
（cf.�A

lfred�Schütz,�D
er sinnhafte A

ufbau der sozialen W
elt 

（（（（2
）,�Suhrkam

p�

（T
aschenbuch

）,�20（（,�S.（7（ff.

／『
社
会
的
世

界
の
意
味
構
成
』（
佐
藤
嘉
一
訳
）
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
、
一
七
四-

一
八
〇
頁
）。

（
（7
）
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ
っ
て
も
、「
自
律
」
の
概
念
は
「
自
由
」

（Freiheit

）
の
そ
れ
と
強
く
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
律
を

め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
つ
い
て
広
く
考
察
す
る
た
め
に
は
、
同
時
に

「
自
由
」
に
か
ん
す
る
そ
の
思
考
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
ア
ド
ル
ノ
の
自
由
論
全
体
に
つ
い
て
立
ち
入

っ
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
、
そ
し
て
入
り
く
ん
だ
論
点
に

つ
い
て
詳
し
く
考
察
を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
少
な

く
と
も
、「
自
発
性
」（Spontaneität

）、「
迫
っ
て
く
る
も
の
」（das�

H
inzutretende

）、「
ミ
メ
ー
シ
ス
」（M

im
esis

）
等
の
概
念
の
実
質
、

ま
た
決
定
論
、「
因
果
性
」（K

ausalität

）
等
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
理

解
の
内
実
が
大
き
な
論
点
と
な
る
。
こ
こ
で
は
と
う
ぜ
ん
、
紙
幅
の
限
界

か
ら
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
論
点
を
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
よ
り
包
括
的
な
自
由
論
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
今
後

ま
た
の
機
会
に
取
り
く
む
べ
き
課
題
と
し
た
い
。

（
（8
）Christm
an,�

“Autonom
y

”,�p.（（（.

（
（（
）
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ
っ
て
「
適
応
」
は
、
し
ば
し
ば
批
判
対
象
と

し
て
論
及
さ
れ
る
重
要
な
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
二
点
の

み
補
足
を
し
て
お
く
。
ま
ず
、
ア
ド
ル
ノ
が
「
適
応
」
に
言
及
す
る
場
合
、

そ
こ
で
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
た
と
え
ば
、「
現
実
原
則
」
を
め
ぐ
る
フ

ロ
イ
ト
の
思
考
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
で



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�

二
〇

��2（（��

p.（（（.

／『
情
念
論
』（
花
田
圭
介
訳
）、『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
白
水
社
、

第
三
巻
、
一
九
七
三
年
、
所
収
、
二
四
七
頁;�Rousseau,�D

u Contrat 
social,�p.（87

／『
社
会
契
約
論
』、
一
二
六
頁
。

（
2（
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（（（7b（（-（2

（
朴
一
功

訳
、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
、
二
四
六-

二
四
七
頁
）；

岩
田
靖
夫
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、

三
二
一
頁
。

（
27
）
あ
る
べ
き
倫
理
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
入
り
く
ん
だ
思
考
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
紙
幅
の
問
題
か
ら
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ

し
あ
た
り
次
の
拙
論
を
参
照
。
麻
生
博
之
「
他
な
る
も
の
と
倫
理
」、『
岩

波
講
座�

哲
学
〇
六�

モ
ラ
ル
／
行
為
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、

一
八
七-

二
三
二
頁
。

（
28
）「
冷
淡
さ
」
は
、
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い
と
は
い
え
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考

に
お
け
る
重
要
な
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
「
同
化
す
る
能
力
の
欠
如
」（U

nfähigkeit�zur�Identifikation

）
と

し
て
の
冷
淡
さ
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
ア
ド
ル
ノ
は
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
」
を
め
ぐ
る
文
脈
で
緊
張
感
を
は
ら
ん
だ
思
考
を
展
開
し
て
い
る

（GS.（0.（87f.;�GS.（.（（（f.,�（7（

）。
冷
淡
さ
を
め
ぐ
る
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
考
察
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。Jay�

M
.�

Bernstein, 
A

dorno: D
isenchantm

ent and E
thics,�Cam

bridge�U
niversity�

Press,�200（,�pp.（（（-（（（.

（
2（
）M

ill,�O
n Liberty,�pp.（（（-（（（.

／『
自
由
論
』、
一
一
三-

一
二
二

頁
。

（
（0
）K

arl�M
arx,�

“Thesen�über�Feuerbach

”�（（8（（

）,�in�K
arl M

arx 
- Friedrich E

ngels W
erke,�D

ietz�V
erlag,�Bd.（,�（（（8,�S.（.

／「
フ

ォ
イ
ア
ー
バ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
」、『
マ
ル
ク
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
』

（
今
村
仁
司
ほ
か
訳
）
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
、
一
五
九
頁
。

K
antʼs gesam

m
elte Schriften,�Bd.�IV

,�S.（（（.

／『
人
倫
の
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』（
平
田
俊
博
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
七
巻
、
所
収
、
一

四
頁
）。
し
か
し
他
方
で
は
、
た
と
え
ば
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い

て
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
現
実
の
人
間
、
つ
ま
り
知
性
で
あ
る
と
同
時

に
感
性
的
な
存
在
者
で
も
あ
る
人
間
に
あ
っ
て
は
、「
実
践
理
性
の
自
律
」

は
同
時
に
「
実
践
理
性
の
自
己
支
配
（A

utokratie

）」、
つ
ま
り
「
法
則

に
反
抗
す
る
自
ら
の
傾
向
性
を
支
配
す
る
」
能
力
の
意
識
を
含
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
（K

ant,�
D

ie 
M

etaphysik 
der 

Sitten,�
S.（8（.

／『
人
倫
の
形
而
上
学
』、
二
四
六-

二
四
七
頁
）。

（
22
）
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ
っ
て
、「
自
己
支
配
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
自

己
保
存
の
た
め
に
「
自
然
支
配
」
を
遂
行
す
る
主
体
の
態
度
の
い
わ
ば
必

然
的
な
帰
結
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
哲
学
的
な
思
考
の
流
れ

に
関
連
し
て
も
、「
自
然
支
配
と
自
己
支
配
の
要
求
」
が
広
く
　

―
　

つ
ま

り
い
わ
ゆ
る
「
合
理
論
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
経
験
論
」
の
伝
統
に

お
い
て
も
　

―
　

貫
か
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（N

S.�IV
-（.（8（f.

）。

（
2（
）M

ill,�O
n Liberty,�pp.（（（-（（（.

／『
自
由
論
』、
一
一
七-

一
四
二

頁
。

（
2（
）
ハ
リ
ー
・
Ｇ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
ト
や
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ

ン
ら
に
よ
る
「
階
層
的
な
」（hierarchical

）
自
律
の
概
念
に
あ
っ
て
も
、

そ
こ
で
い
わ
れ
る
「
二
階
」
な
い
し
「
高
階
」
の
欲
求
や
意
欲
等
々
が
、

結
局
は
い
わ
ば
「
真
の
自
己
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
そ
う
し
た
点
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
一
定

の
レ
ス
ポ
ン
ス
等
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
整
理
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を

参
照
。M

ackenzie�&
�Stoljar,�

“Introduction:�A
utonom

y�Refig-
ured

”,�pp.（（-（（;�Christm
an,�

“Autonom
y

”,�pp.（（（-70（.

（
2（
）�René�D

escartes,�Les�passions de lʼâm
e�（（（（（

）,�in�Œ
uvres�de 

D
escartes,�publiées�par�Ch.�A

dam
�&

�P.�T
annery,�V

rin,�t.（（,�



　

東
京
経
済
大
学　

人
文
自
然
科
学
論
集　

第
一
四
四
号�

二
一

��2（8��

（
（（
）K

ant,�K
ritik der praktischen V

ernunft,�S.（2,�80f.,�8（f.,�（2.

／

『
実
践
理
性
批
判
』、
一
六
八
、
二
三
九-

二
四
〇
、
二
四
四-

二
四
五
、

二
五
七
頁
。

（
（（
）
こ
こ
で
は
、「
自
己
支
配
」
と
し
て
の
自
律
が
そ
の
も
の
と
し
て
「
他

律
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
カ
ン
ト

の
自
律
概
念
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
と
が
ら
と
し
て
は
個

人
の
自
律
の
概
念
に
か
ん
し
て
も
ま
た
当
て
は
ま
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

前
節
で
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
個
人
の
自
律
に
あ
っ
て
も
、（
程
度
の

差
は
あ
る
に
し
て
も
）
や
は
り
自
己
支
配
と
い
う
あ
り
方
は
避
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
後
に
述
べ
る
よ
う
な
、
外
的
な
支
配
／

従
属
の
関
係
が
内
的
に
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
に
対
し
て

も
基
本
的
に
は
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
（（
）
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
た
批
判
的
な
視
点
と
し
て
、
引
用
箇
所
の
直
後

で
ア
ド
ル
ノ
自
身
が
言
及
し
て
い
る
の
は
ニ
ー
チ
ェ
の
観
点
（
講
義
録
の

編
者
に
よ
れ
ば
具
体
的
に
は
『
悦
ば
し
き
知
識
』
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
三
三

五
番
に
お
け
る
そ
れ
（N

S.�IV
-（0.28（

））
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
と
本
文

で
言
及
す
る
と
お
り
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
批
判
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
な
る

の
は
、
比
較
的
早
い
時
期
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（7
）G.�W

.�F.�H
egel,�

“Der�Geist�des�Christentum
s�und�sein�Schick-

sal

”�（（7（8-（800

）,�in�W
erke in zw

anzig Bänden,�Suhrkam
p,�

Bd.（,�S.（2（.

／『
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
』（
細
谷
貞
雄
・
岡
崎

英
輔
訳
）
白
水
社
、
一
九
九
八
年
、
三
七
頁
。

（
（8
）K

ant,�K
ritik der praktischen V

ernunft,�S.（（2.

／『
実
践
理
性
批

判
』、
三
五
四
頁
。

（
（（
）K

ant,�K
ritik der praktischen V

ernunft,�S.（2（.

／『
実
践
理
性
批

判
』、
三
〇
二
頁;�D

ie M
etaphysik der Sitten,�S.（0（,�（（（.

／『
人
倫

の
形
而
上
学
』、
二
七
九
、
二
六
二
頁
。

（
（（
）
古
く
は
、
た
と
え
ば
「
自
足
性
」
を
あ
く
ま
で
「
ポ
リ
ス
的
」
存
在

と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
把
握
す
る
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
視
点
（『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（0（7b8-（（

）
か
ら
、
近
年
に

お
け
る
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
立
論
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
点
に
関
連
す
る

批
判
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
現
実
的
な
場
面
に
そ
く
し
た
重
要
な
論

考
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
立
岩
真
也
『
弱
く
あ
る

自
由
へ
』
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
（
特
に
五
〇-

六
三
頁
）。

（
（2
）
個
人
の
自
律
を
い
わ
ば
実
体
化
す
る
よ
う
な
見
方
を
、
ア
ド
ル
ノ
は

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
、
つ
ま
り
既
存
の
社
会
関
係
（
あ
る
い
は
生

産
関
係
）
に
よ
っ
て
そ
の
維
持
と
正
当
化
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
る
「
仮

象
」（Schein

）
と
し
て
批
判
す
る
。
そ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
つ

い
て
も
う
少
し
立
ち
入
っ
た
か
た
ち
で
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
た
と

え
ば
以
下
を
参
照
。O

ʼConnor,�A
dorno,�pp.（（（-（20.

（
（（
）K

ant,�K
ritik der praktischen V

ernunft,�S.（2f.

／『
実
践
理
性
批

判
』、
一
六
九-

一
七
〇
頁；

G
rundlegung zur M

etaphysik der Sit-
ten,�

S.（（（.

／『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』、
一
一
二
頁
。
な
お
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
自
律
概
念
の
内
実
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
も
周
知
の
と

お
り
多
様
な
議
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
ほ
ぼ
同
時
代
か
ら
問
わ

れ
て
き
た
、
自
律
と
道
徳
性
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
、
い
わ
ば
「
悪
し

き
」
行
為
の
「
責
任
」
に
か
か
わ
る
問
題
も
、
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
と

い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
（e.�g.�K

arl�Leon-
hard�Reinhold,�Briefe über die K

antische Philosophie,�Bd.2,�
Leipzig,�（7（2,�S.�V

IIf.;�Johann�Friedrich�H
erbart,�G

espräche 
über das Böse,�K

önigsberg,�（8（7,�S.（（（

）。
こ
の
問
題
に
か
ん
す
る

ひ
と
つ
の
整
理
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｅ
・
ア

リ
ソ
ン
『
カ
ン
ト
の
自
由
論
』（
城
戸
淳
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇

一
七
年
、
特
に
一
七
八-

一
八
六
頁
。



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律�

二
二

��2（7��

し
て
対
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
概
念
で
あ
る
。
適
応
の
二
義
性
に
つ
い
て

は
注
（
（（
）
で
簡
単
に
ふ
れ
た
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
け
る
も
っ
と

も
重
要
な
概
念
の
ひ
と
つ
と
な
る
ミ
メ
ー
シ
ス
は
、
さ
ら
に
多
義
的
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
言
及
し
た
範
囲
の
こ
と
が
ら
と
や
や

関
連
す
る
、
典
型
的
な
一
節
を
引
く
な
ら
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
ミ

メ
ー
シ
ス
を
抑
圧
す
る
合
理
性
（Ratio

）
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
対
立
す

る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
合
理
性
は
そ
れ
自
身
が
ミ
メ
ー
シ
ス
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
死
せ
る
も
の
へ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
で
あ
る
」（GS.（.7（f

）。
つ

ま
り
、
世
界
や
他
者
の
あ
り
よ
う
に
そ
の
つ
ど
呼
応
し
共
鳴
し
て
し
ま
う

「
内
的
自
然
」
と
し
て
の
ミ
メ
ー
シ
ス
的
衝
動
は
、
自
己
保
存
の
た
め
に

い
わ
ば
合
理
的
に
支
配
さ
れ
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
し
た
支

配
の
主
体
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
「
死
せ
る
も
の
」
へ
の
同
化
と
し
て
の

ミ
メ
ー
シ
ス
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
堅
固
な
自
己
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
の
含
意
は
、
こ
う

し
た
補
足
的
な
説
明
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
尽
く
さ
れ
え
な
い
。
ミ
メ
ー

シ
ス
と
は
ア
ド
ル
ノ
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
と
あ
ら
ゆ

る
人
間
の
実
践
」
に
お
い
て
「
抹
消
し
え
な
い
」
モ
メ
ン
ト
を
な
す
も
の

で
あ
り
（GS.（.（（（

）、
た
と
え
ば
あ
る
文
脈
で
は
、「
表
現
（
表
出
）
の

モ
メ
ン
ト
」（N

S.�IV
-（.（0（

）
を
、
あ
る
い
は
ま
た
「
愛
の
原
型
」

（GS.（.�（7（

）
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
さ
ら
に
い
え
ば

（
本
稿
で
も
少
し
言
及
し
た
）「
客
体
へ
の
自
由
」
と
も
重
な
り
あ
う
も
の

と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス
概
念
の
そ

う
し
た
広
が
り
と
そ
の
諸
要
素
相
互
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に

あ
ら
た
め
て
整
理
し
た
い
。
ひ
と
ま
ず
は
以
下
を
参
照
。Gunter�

Ge-
bauer�/�Christoph�W

ulf,�M
im

esis: K
ultur, K

unst, G
esellschaft,�

Row
ohlt,�2.�A

uflage,�（（（8,�S.（8（ff.;�Josef�Früchtl,�M
im

esis: 
K

onstellation eines Zentralbegriffs bei A
dorno,�K

önigshausen�+�

（
（0
）D

avid�H
um

e,�A
 T

reatise of H
um

an N
ature�

（（7（（-（0

）,�O
x-

ford�U
niversity�Press,�（（78,�pp.2（（-2（2.

／『
人
間
本
性
論
』（
木
曾

好
能
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
第
一
巻
、
一
九
九
五
年
、
二
八
六
頁
。

（
（（
）「
不
可
入
性
」（im

penetrability

）
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ロ
ッ

ク
が
『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
、
物
体
の
「
一
次
性
質
」
の
ひ
と
つ
で

あ
る
「
固
性
」（solidity

）
と
ほ
ぼ
同
義
の
性
質
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。

John�
Locke,�

A
n 

E
ssay 

concerning 
H

um
an 

U
nderstanding�

（（（8（

）,�O
xford�U

niversity�Press,�（（7（,�pp.（22-（27,�（（（-（（（.

／

『
人
間
知
性
論
』（
大
槻
春
彦
訳
）
岩
波
文
庫
、
第
一
巻
、
一
九
七
二
年
、

一
六
五-

一
七
二
頁
、
一
八
六-
一
八
七
頁
。

（
（2
）
こ
う
し
た
視
点
の
前
提
を
な
し
て
い
る
の
は
、『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に

お
い
て
強
く
う
ち
出
さ
れ
た
歴
史
哲
学
的
な
思
考
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
論

点
に
と
く
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
、「
自
己
保
存
」
に
向
け
た
努
力
、

つ
ま
り
同
じ
自
己
と
し
て
存
在
し
続
け
よ
う
と
す
る
努
力
の
、
ご
く
原
初

的
な
あ
り
方
と
し
て
、「
死
せ
る
も
の
」
へ
の
同
化
（
適
応
な
い
し
ミ
メ

ー
シ
ス
）
を
、
つ
ま
り
は
「
死
ん
だ
ふ
り
」
と
い
う
一
種
の
「
ミ
ミ
ク
リ

ー
（
擬
態
）」（M

im
ikry

）
　

―
　

た
と
え
ば
、
思
わ
ず
息
を
殺
し
、
気
配

を
消
し
て
、
周
囲
の
世
界
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
あ
り
方
　

―
　

を

想
定
す
る
視
点
で
あ
る
。「
驚
愕
と
し
て
の
防
御
の
は
た
ら
き
は
、
ミ
ミ

ク
リ
ー
の
一
形
式
で
あ
る
。
人
間
が
行
う
あ
の
硬
直
の
反
応
は
、
自
己
保

存
の
古
代
的
シ
ェ
ー
マ
で
あ
る
。
生
は
、
死
せ
る
も
の
へ
と
同
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
ら
が
生
き
残
る
た
め
の
税
（Zoll�für�seinen�Fortbe-

stand

）
を
支
払
う
の
で
あ
る
」（GS.（.20（

）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う

な
文
脈
に
お
い
て
は
、「
適
応
」
と
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
は
「
同
化
」
と
い

う
意
味
で
そ
の
ま
ま
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ

の
思
考
全
般
に
つ
い
て
い
え
ば
、
適
応
と
ミ
メ
ー
シ
ス
は
必
ず
し
も
重
な

り
あ
う
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
場
合
、
位
相
を
異
に
し
、
時
と
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N
eum

ann,�（（8（.
（
（（
）Jacques�Lacan,�É

crits,�Éditions�du�Seuil,�（（（（,�pp.（（-（（.

／

『
エ
ク
リ
』（
宮
本
忠
雄
ほ
か
訳
）
弘
文
堂
、
第
一
巻
、
一
九
七
二
年
、
一

二
六-
一
二
七
頁
。

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号（7H

022（0

）
に
も
と
づ
く
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


