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一

（K
ritik

）
で
あ

（
1
（

る
。
本
節
で
は
ま
ず
、
こ
の
論
点
に
か
か
わ
る
ア
ド
ル
ノ

の
主
張
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

（
一
）
他
律
へ
の
抵
抗

　

自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
の
す
ぐ
れ
た
実
質
と
な
る
の
は
、「
抵
抗
」
で
あ

り
、「
批
判
」
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
他
律
」
に
対
す
る
抵
抗
、
つ
ま

り
（
す
で
に
第
三
節
で
確
認
し
た
、
他
律
に
つ
い
て
の
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
を

ふ
ま
え
て
い
え
ば
）、
既
存
の
も
の
、
与
え
ら
れ
た
も
の
に
適
応
し
、
同
化

し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
抵
抗
、
そ
の
こ
と
に
こ
そ
自
律
の
積
極
的
な
内
実
が

あ
る
。
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に

見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
（cf. GS.8.138; GS.10.464, 604, 644; 

GS.20.3

（
2
（35f.

）、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
の
こ
れ
か
ら
の
議
論
に
少

し
関
連
す
る
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
直
接
に
は
「
成
熟
性
」（M

ündig-
keit

）
と
い
う
自
律
と
重
な
る
概
念
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
関
連
す
る
一

節
を
、
あ
る
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
部
か
ら
引
い
て
お
く
。

一　

は
じ
め
に

二　

問
題
の
設
定

三　

自
律
と
他
律

四　

抑
圧
と
し
て
の
自
己
支
配

五　

他
律
と
し
て
の
自
律　
（
以
上
、
一
四
四
号
）

六　

抵
抗
と
批
判　
（
以
下
、
本
号
）

七　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律

八　

結
び
に
か
え
て

六　

抵
抗
と
批
判

　

何
ほ
ど
か
確
固
と
し
た
自
己
の
あ
り
方
を
前
提
と
し
、
自
己
支
配
と
重
な

り
あ
う
よ
う
な
自
律
の
概
念
を
批
判
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
、
し
か
し
同

時
に
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
律
の
概
念
を
探
り
出
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
あ
っ
て
自
律
の
積
極
的
要
素
と
み
な

さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
は
「
抵
抗
」（W

iderstand

）、
な
い
し
「
批
判
」

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
（
下
）　―
　

麻　

生　

博　

之



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 

二
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w
eil er für sich selbst gedacht hat

）
と
い
っ
た
「
後
見
を
も
た
な
い
」

（nicht bevorm
undet w

erden

）
自
律
的
な
あ
り
方
は
、
実
際
の
と
こ
ろ

は
、「
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
見
解
」
や
「
と
も
か
く
も
現
存
し
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
慣
例
」
に
そ
の
ま
ま
適
応
す
る
こ
と
を
拒
み
、
そ
う
し
た
既
存

の
も
の
ご
と
に
対
し
て
批
判
的
に
向
き
あ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
力
に
お

い
て
こ
そ
、
実
質
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
律
に
対
す
る
抵
抗
に
こ

そ
自
律
の
す
ぐ
れ
た
実
質
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視

点
は
ま
た
、「
成
熟
性
へ
の
教
育
」
と
題
さ
れ
た
あ
る
対
談
で
の
次
の
よ
う

な
発
言
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

…
…
今
日
、
成
熟
性
が
具
体
化
す
る
こ
と
に
な
る
形
態
、
そ
れ
を
あ
ら

か
じ
め
簡
単
に
想
定
し
て
お
く
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
う
し
た
形
態
は
お
そ
ら
く
、
私
た
ち
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
で
、
ま
さ
し
く
実
際
に
そ
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
は

じ
め
て
つ
く
り
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
か
ら

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
成
熟
性
の
そ
れ
だ
け
が
現
実
的
な
具
体
化
は
、

そ
う
す
る
つ
も
り
の
あ
る
わ
ず
か
な
人
び
と
が
全
力
を
あ
げ
て
、
教
育

が
異
議
申
し
立
て
へ
の
、
そ
し
て
抵
抗
へ
の
教
育
で
あ
る
よ
う
に
企
て

る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。（EzM

.145

）

　

成
熟
性
の
、
あ
る
い
は
自
律
の
現
実
的
な
「
具
体
化
」
の
た
め
に
は
、
ま

ず
は
「
異
議
申
し
立
て
へ
の
、
そ
し
て
抵
抗
へ
の
教
育
」（eine 

Erzie-
hung zum

 W
iderspruch und zum

 W
iderstand

）
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え
ら
れ
た
知
識
や
す
で
に
あ
る
現
状
に
簡

民
主
主
義
の
前
提
、
す
な
わ
ち
成
熟
性
は
、
批
判
と
対
に
な
っ
て
い
る
。

成
熟
し
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身
で
考
え
た
が
ゆ
え
に
自
分
自
身
で
話

し
、
た
ん
に
受
け
売
り
で
話
す
こ
と
を
し
な
い
者
、
つ
ま
り
は
、
後
見

を
も
た
な
い
者
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
は
、
し
か
し
、
あ

ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
見
解
に
対
し
て
抵
抗
す
る
力
に
お
い
て
で
あ
り
、

そ
し
て
ま
た
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
現
存
し
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
慣
例
に
対
し
て
抵
抗
す
る
力
に
お
い
て
で
あ
る
。

（GS.10.785

）

　
「
成
熟
性
」
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
論
文
「
啓

蒙
と
は
何
か
」
に
お
い
て
「
啓
蒙
」
を
規
定
す
る
う
え
で
（
否
定
形
に
お
い

て
）
用
い
た
概
念
で
あ

（
3
（

る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
思
考
に
あ
っ
て
も
実
質
的

に
は
、
い
わ
ば
自
ら
考
え
行
為
す
る
と
い
う
広
義
の
自
律
と
重
な
り
あ
う
概

念
で
あ
っ
た
と
い
え
る

（
4
（

が
、
ア
ド
ル
ノ
は
、
た
と
え
ば
啓
蒙
を
め
ぐ
る
カ
ン

ト
の
思
考
の
核
心
と
な
る
も
の
を
「
自
律
的
で
成
熟
し
た
人
間
と
い
う
理

念
」（EzM

.107

）
と
規
定
す
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
明
示
的
に
成
熟
性
を

自
律
と
等
置
し
て

―
「
自
律
、
す
な
わ
ち
成
熟
性
」（die 

A
utonom

ie, 
also die M

ündigkeit

）（EzM
.136

）
と
い
っ
た
か
た
ち
で
―
用
い
て

い
る
（cf. GS.8.535; N

S. IV
-15.2

（
5
（57

）。

　

そ
う
し
た
成
熟
性
と
い
う
こ
と
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
自
律
は
、
し
か
し
先
の

一
節
に
示
さ
れ
て
い
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
「
批

判
」
と
「
対
に
な
っ
て
い
る
」。
つ
ま
り
、
他
律
に
抵
抗
す
る
力
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
そ
の
実
質
が
「
示
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
自
分
自

身
で
考
え
た
が
ゆ
え
に
自
分
自
身
で
話
す
」（für sich selbst sprechen, 
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さ
し
あ
た
っ
て
は
当
然
の
も
の
と
も
思
わ
れ
る
こ
う
し
た
疑
問
は
、
し
か

し
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
対
し
て
は
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ

と
ま
ず
簡
潔
に
い
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
す
で
に
見
た
と
お
り
、
自
律
概
念
に

対
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
の
ひ
と
つ
の
要
点
は
、
し
ば
し
ば
想
定
さ
れ
る
意

味
で
の
自
律
に
つ
い
て
、
じ
つ
は
そ
の
も
の
が
「
他
律
」
の
要
素
を
は
ら
む

こ
と
を
主
張
す
る
点
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、

他
律
へ
の
抵
抗
と
は
、
同
時
に
い
わ
ば
、
あ
る
意
味
で
の
「
自
律
」
へ
の
、

あ
る
い
は
「
自
己
」
へ
の
抵
抗
な
い
し
批
判
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
た
め

で
あ
る
。
他
律
へ
の
抵
抗
と
い
う
自
律
の
積
極
的
概
念
に
は
、「
批
判
的
な

自
己
反
省
」
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次

に
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
二
）「
自
己
」
へ
の
抵
抗

　

こ
れ
ま
で
想
定
さ
れ
て
き
た
自
律
の
概
念
は
、
じ
つ
は
し
ば
し
ば
逆
説
的

に
も
、
他
律
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
ア
ド

ル
ノ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
五
節
で
確
認
し
た
。
た
と
え
ば
個
人

の
自
律
、
自
己
決
定
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
自
分
自
身

の
欲
求
・
好
み
・
意
見
等
々
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
む
し
ろ
他

者
た
ち
と
の
社
会
的
関
係
、
世
界
と
の
関
係
の
な
か
で
こ
そ
か
た
ち
づ
く
ら

れ
、
何
ほ
ど
か
他
律
的
な
か
た
ち
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

自
己
支
配
と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
は
い
わ
ば
内
面

化
さ
れ
た
他
律
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
前
提
さ
れ
る
硬
く
堅

固
な
自
己
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
が
、
と
も
か
く
も
現
に
あ
る
既
存
の
外
的

な
事
物
の
あ
り
方
へ
と
適
応
し
同
化
す
る
こ
と
に
そ
の
起
源
を
も
っ
て
い
る
。

単
に
適
応
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
疑
い
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
抗
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
成
熟

性
、
自
律
は
具
体
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。

　

他
律
に
対
す
る
抵
抗
こ
そ
が
自
律
の
実
質
と
な
る
。
自
律
の
積
極
的
概
念

を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
対
し
て
は
、
し
か
し
こ
こ
で
ひ
と

ま
ず
粗
描
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
お
そ
ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
向
け
ら
れ
う

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
さ
し
あ
た
っ
て
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ

る
の
は
、
他
律
へ
の
抵
抗
と
し
て
自
律
を
積
極
的
に
把
握
す
る
ア
ド
ル
ノ
の

視
点
と
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
点
に
わ
た
っ
て
確
認
し
て
き
た
自
律
概

念
に
対
す
る
そ
の
批
判
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
疑
問
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
見
た
と
お
り
ア
ド
ル
ノ
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
の
自
律
に
つ
い
て
も
、

カ
ン
ト
が
想
定
す
る
よ
う
な
強
意
の
自
律
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
堅
固
な

自
己
を
前
提
と
し
、
抑
圧
と
し
て
の
自
己
支
配
と
結
び
つ
く
か
ぎ
り
で
、
き

び
し
く
批
判
を
向
け
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
い

て
批
判
さ
れ
る
そ
う
し
た
自
律
の
あ
り
方
は
、
じ
つ
は
そ
の
も
の
が
、
他
律

へ
の
抵
抗
と
い
う
積
極
的
な
自
律
の
概
念
と
十
分
に
両
立
し
う
る
も
の
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
理
性
的
な
自
己
規
定

に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
ミ
ル
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
個
人
の
自
己
決
定

に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
自
律
を
貫
く
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
同
時
に
、
外
部

か
ら
与
え
ら
れ
課
さ
れ
る
も
の
ご
と
を
拒
否
し
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

（
6
（

る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
の
自
律

の
概
念
を
強
く
批
判
す
る
一
方
で
、
他
律
へ
の
抵
抗
と
い
う
点
に
は
自
律
の

す
ぐ
れ
た
要
素
を
積
極
的
に
見
い
だ
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
整
合

で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 

四
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る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
批
判
的
な
自
己
反
省
に
向
け
た
教
育

と
し
て
だ
け
で
し
ょ
う
。（GS.10.676

）

　
「
自
分
た
ち
の
憎
悪
と
攻
撃
的
な
憤
怒
を
殺
害
さ
れ
た
者
た
ち
に
向
け
て

発
散
さ
せ
」
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
の
再
来
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
何
が
必
要
な
の
か
。「
批
判
的
な
自
己
反
省

に
向
け
た
教
育
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
視

点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
う
少
し
言
葉
を
足
し
て
お
く
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま

で
確
認
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
関
連
す
る
論
点
と
関
係
づ
け
な
が
ら
、
少
し

具
体
的
な
か
た
ち
で
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
同
じ
講
演
の
な
か
の
す
で
に
引
い
た
一
節
で
は
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ

ィ
ッ
ツ
の
原
理
に
逆
ら
う
唯
一
本
当
の
力
」
と
な
る
も
の
が
「
自
律
」
と
規

定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
先
ほ
ど
確
認
し
た
と
お
り
、
自
律
の
実
質
は
他
律

に
対
す
る
「
抵
抗
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、
成
熟
性
の
具
体
化
に
は
「
抵
抗
へ

の
教
育
」
の
実
現
が
不
可
欠
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

再
来
を
阻
む
た
め
に
は
、
た
し
か
に
ま
ず
は
、
現
存
し
続
け
て
い
る
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
、
多
様
な
レ
ベ
ル
で
の
民
族
・
人
種
差
別
や
優
生
思
想
等
を
喧
伝
す

る
言
説
に
適
応
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
批
判
的
に
抗
い
、

断
固
と
し
て
抵
抗
し
う
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
の
自
律
が
、
い
う
ま
で
も
な

く
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
抵
抗
の
対
象
が
、
た
だ
外
部

に
の
み
想
定
さ
れ
る
の
で
は
、
じ
つ
は
ま
っ
た
く
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え

ば
典
型
的
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
っ
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
優
生
思

想
を
内
面
化
し
、
そ
れ
に
同
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
事
態
が
た
え
ず
可
能
で

あ
る
以

（
8
（

上
、
抵
抗
と
は
同
時
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
自
身
の
欲
求
・
好
み
・

ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
し
か
し
抵
抗
と
し
て
の
自
律
と
は
、
た
ん
に
文

字
ど
お
り
の
「
他
律
」
に
対
す
る
抵
抗
、
批
判
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
い
わ
ば
他
律
と
し
て
の
「
自
律
」

に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
自
律
の
主
体
と
な

る
「
自
己
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
自
己
自
身
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
も
抗
い
、

批
判
的
に
向
き
あ
う
「
批
判
的
な
自
己
反
省
」（kritische 

Selbstreflexi-
on

）、
あ
る
い
は
「
批
判
的
な
自
己
省
察
（Selbstbesinnung

）」
こ
そ
が
、

ア
ド
ル
ノ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
ま
た
、
自
律
の
積
極
的
概
念
を
な
す
も
の
と

な
（
7
（

る
。

　

本
稿
の
や
や
初
め
に
（
第
二
節
の
な
か
で
）、
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
自
律
の
用
例
を
確
認
す
る
う
え
で
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の

教
育
」
と
題
さ
れ
た
講
演
か
ら
印
象
的
な
一
節
を
引
い
て
お
い
た
。
同
じ
講

演
の
そ
の
一
節
に
少
し
先
立
つ
箇
所
で
、
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ
は
、
い
わ
ば

「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
歴
史
修
正
主
義
的
な
傾

向
を
批
判
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

殺
害
さ
れ
た
者
た
ち
に
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
罪
が
あ
る
の
は
唯
一
、

省
察
す
る
こ
と
な
し
に
自
分
た
ち
の
憎
悪
と
攻
撃
的
な
憤
怒
を
殺
害
さ

れ
た
者
た
ち
に
向
け
て
発
散
さ
せ
た
人
び
と
だ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な

省
察
を
欠
い
た
あ
り
方
が
阻
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

人
間
は
、
自
ら
自
身
に
反
省
を
向
け
る
こ
と
な
く
外
部
に
向
か
う
こ
と

を
、
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
し
も
教
育
が
有
意
味
で
あ
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す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
は
て
し
て
ど
の
よ
う

に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
も
と
も
と
は
外
部
か
ら
与
え
ら

れ
た
は
ず
の
既
存
の
規
範
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
む
し
ろ
す
っ
か
り
順
応
し
、

そ
れ
を
深
く
内
面
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
、
も
し
く
は
、
硬

く
堅
固
な
自
己
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
ば
常
態
化
し
、
自
己
目
的
に
さ
え
な
っ

て
い
る
と
い
う
場
合
、
い
っ
た
い
自
己
反
省
は
い
か
に
し
て
は
じ
ま
る
こ
と

が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
自
律
概
念
と
の
か
か
わ
り
そ
の
も

の
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
疑
問
が
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
抵
抗
と
し
て
の
自
律
と
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
か
ぎ

り
で
は
、
他
律
に
対
し
徹
底
し
て
抵
抗
し
批
判
を
行
う
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
否

定
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
「
自
己
」
そ
の
も
の
に
対

し
て
も
批
判
的
に
抗
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
れ
は
も
は
や
、
自
律

の
い
わ
ば
ミ
ニ
マ
ム
の
意
味
と
な
る
「
自
己
」
規
定
、
つ
ま
り
「
自
ら
」
考

え
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
ら
と
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
、

（
第
三
節
で
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
な
、）
少
な
く
と
も
「
自
己
規
定
」
と
い

う
意
味
で
の
自
律
の
概
念
そ
の
も
の
は
共
有
し
て
い
る
は
ず
の
ア
ド
ル
ノ
自

身
の
視
点
が
、
い
わ
ば
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
が
考
え
る
自
律
の
積
極
的
概
念
、
す
な
わ
ち
抵
抗
と
し
て
の
自

律
の
概
念
は
、
し
か
し
じ
つ
は
た
ん
に
否
定
的
な
も
の
な
の
で
は
な

（
（（
（

い
。
む

し
ろ
先
ど
り
し
て
い
う
な
ら
、
既
存
の
も
の
で
は
な
い
何
か
に
開
か
れ
、
そ

れ
に
呼
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
こ
そ
、
よ

り
積
極
的
な
そ
の
実
質
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

考
え
方
等
に
対
す
る
批
判
的
な
反
省
で
も
あ
り
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
迫
害
や
暴
力
を
追
認
し
、
そ
れ
に
加
担
す
る
こ

と
に
な
る
よ
う
な
、
他
者
に
対
す
る
「
無
関
心
」
な
い
し
「
冷
淡
さ
」
が
、

（
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、）
抑
圧
と
し
て
の
自
己
支
配
に
、
そ
し
て
そ
こ

に
前
提
さ
れ
る
堅
固
な
自
己
の
あ
り
方
に
基
づ
く
の
だ
と
す
れ

（
（
（

ば
、
抵
抗
と

は
ま
さ
に
、
当
の
頑
な
な
自
己
支
配
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た

硬
く
堅
固
な
自
己
の
あ
り
よ
う
そ
れ
自
身
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な

（
（1
（

い
。

　

抵
抗
と
し
て
の
自
律
と
は
、
文
字
ど
お
り
の
他
律
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る

と
と
も
に
、
自
律
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
他
律
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、

そ
こ
に
前
提
さ
れ
る
自
己
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
批
判
的
反
省
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
自
ら
に
対
し
て
批
判
的
に
抗
う
（sich 

kritisch 
w

enden gegen sich

）
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
こ
そ
が
、
す
ぐ
れ
て
「
自

律
的
な
自
我
」
な
の
で
あ
る
（GS.7.178

）。
こ
う
し
て
ア
ド
ル
ノ
の
視
点

に
と
っ
て
は
、
他
律
に
対
す
る
断
固
と
し
た
抵
抗
、
批
判
的
な
自
己
反
省
と

な
り
う
る
よ
う
な
徹
底
し
た
批
判
、
ま
ず
は
そ
こ
に
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の

自
律
の
概
念
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
抵
抗
も
し
く
は
批
判
と

し
て
の
自
律
と
い
う
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
は
、
と
は
い
え
、
あ
ら
た
め
て
少

し
つ
き
は
な
し
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
自
明
な
も
の

だ
ろ
う
か
。
少
な
く
も
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
り

立
ち
、
ま
た
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
い
く
つ
も
の
疑
問
が
生
じ
て
こ

ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
ま
ず
、
そ
の
実
際
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
疑
問
が
生
じ
う
る
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
自
己
自
身
の
あ
り
方
に
抗
い
、
そ
れ
を
批
判
的
に
反
省



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 

六

  101  

か
ら
は
じ
め
た
い
。

（
一
）「
経
験
」
と
自
律

　
「
経
験
」
の
概
念
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
思
考
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重

要
な
核
心
的
概
念
の
ひ
と
つ
と
な
る
も
の
で
あ

（
（1
（

る
。
た
と
え
ば
ア
ド
ル
ノ
は
、

あ
る
べ
き
認
識
の
成
り
立
ち
に
か
か
わ
る
議
論
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
広

く
実
践
や
倫
理
、
芸
術
、
文
化
等
め
ぐ
る
多
様
な
議
論
の
な
か
で
、「
経
験

を
な
す
能
力
」（Fähigkeit, Erfahrung zu m

achen

）
の
決
定
的
な
意

義
に
つ
い
て
く
り
か
え
し
論
じ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
の
概
念
に
つ
い

て
、
と
こ
ろ
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
と
き
に
自
律
の
概
念
と
、
ま
た
そ
れ
を
め
ぐ

る
諸
概
念
と
重
ね
て
論
じ
て
も
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
教
育
を
め
ぐ
る

あ
る
対
談
か
ら
、
そ
れ
に
あ
た
る
一
節
を
引
い
て
み
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は

意
識
な
い
し
思
考
の
あ
り
方
に
言
及
し
な
が
ら
、
ア
ド
ル
ノ
は
こ
う
述
べ
て

い
る
。…

…
ほ
ん
ら
い
意
識
と
い
う
も
の
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
は
、
現

実
へ
と
、
つ
ま
り
内
容
へ
と
か
か
わ
る
思
考
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

主
観
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
の
形
式
や
構
造
と
、
そ
れ
自
体
は
主

観
で
は
な
い
も
の
と
の
関
係
で
す
。
こ
う
し
た
よ
り
深
い
意
味
で
の
意

識
な
い
し
思
考
能
力
は
、
た
ん
に
形
式
論
理
的
な
過
程
な
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
文
字
ど
お
り
、
経
験
を
な
す
能
力
と
一
致
す
る
の
で

す
。
考
え
る
こ
と
と
精
神
的
な
経
験
を
な
す
こ
と
は
同
じ
ひ
と
つ
の
こ

と
な
の
だ
、
そ
う
私
は
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
か
ぎ
り
、
経
験

へ
の
教
育
と
成
熟
性
へ
の
教
育
は
、
私
た
ち
が
詳
し
く
述
べ
よ
う
と
し

な
意
味
で
の
自
律
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
は
、
同
時
に
ま
た
、
批
判
的
な
自

己
反
省
の
い
わ
ば
起
点
に
つ
い
て
一
定
の
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
規
定
と
い
う
こ
と
が
ら
と
の
連
関
に
つ
い

て
洞
察
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ば

〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
、
抵
抗
な
い
し
批
判
を
、
つ
ま
り
は
自
律
を
捉

え
よ
う
と
す
る
そ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
少
な
か
ら
ず
入
り
く
ん
だ
議
論
が
必
要
と
な
る
。
節
を
あ
ら
た
め
て

そ
の
議
論
に
踏
み
込
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

七　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律

　

他
律
に
抵
抗
し
、
自
己
に
対
し
て
批
判
的
に
抗
い
う
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
た

実
質
が
見
い
だ
さ
れ
る
自
律
の
概
念
は
、
じ
つ
は
た
だ
否
定
的
な
あ
り
方
に

尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
を
少
し
て
い
ね
い
に
辿

っ
て
ゆ
く
な
ら
、
い
わ
ば
既
存
の
も
の
を
超
え
出
る
何
か
へ
と
開
か
れ
、
現

に
あ
る
も
の
で
な
い
何
か
に
呼
応
し
て
ゆ
く
よ
う
な
あ
り
方
に
こ
そ
、
そ
の

よ
り
積
極
的
な
実
質
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
う

し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
、
じ
つ
は
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
必
ず
し
も
直
截
に

示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
何
ら
か
の
他
の
概

念
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
明
確
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
鍵
と
な
る
の
は
、
す
ぐ

れ
た
意
味
で
の
「
経
験
」（Erfahrung

）
の
概
念
で
あ
る
。
ま
ず
は
、（
お

そ
ら
く
は
意
外
に
も
、）
積
極
的
な
意
味
で
の
「
自
律
」
の
概
念
を
「
経
験
」

の
そ
れ
と
重
ね
あ
わ
せ
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
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う
か
。

　

そ
れ
は
端
的
に
い
え
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
あ
っ
て
は
、
す
ぐ
れ
た

「
経
験
」
の
概
念
の
も
と
に
見
込
ま
れ
て
い
る
特
質
こ
そ
が
、「
自
律
」
の
実

質
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
さ
ら
な
る
内
実
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
後
者
が
、
他
律
に
対
す
る
、
つ
ま
り
既
存
の
も
の
ご
と
へ

の
適
応
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
同
時
に
批
判
的
な
自
己
反
省
を
意
味
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
立
ち
入
っ
て
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
、
前
者
に

あ
た
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、

そ
れ
は
「
開
か
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
既
存
の
も
の
で
は
な
い
何

か
へ
と
開
か
れ
、
呼
応
し
う
る
よ
う
な
あ
り
方
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
と
は
い

え
、
そ
の
よ
う
な
経
験
の
特
質
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
ら
は
、
そ
の
も
の
に

つ
い
て
も
う
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
自
律
の

概
念
と
の
結
び
つ
き
に
か
ん
し
て
も
自
明
で
は
な
い
。
批
判
的
な
自
己
反
省

と
も
な
る
抵
抗
は
、
な
ぜ
「
開
か
れ
る
」
こ
と
と
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
た
め
、
ま
ず
は
ア
ド

ル
ノ
が
考
え
る
経
験
の
ひ
と
つ
の
特
質
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ

と
か
ら
出
発
し
た
い
。

（
二
）
開
か
れ
る
こ
と
と
批
判

　

ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
経
験
の
概
念
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
特
質
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
、
お
そ
ら
く
は
決
定
的

な
も
の
の
ひ
と
つ
と
な
る
の
が
、
い
わ
ば
既
存
の
も
の
で
は
な
い
何
か
へ
と

開
か
れ
、
呼
応
す
る
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
音
楽
社
会
学
」

を
め
ぐ
る
講
義
を
も
と
に
し
た
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
は
、「
経
験
を
な

て
き
た
よ
う
に
、
互
い
に
同
一
な
の
で

（
（1
（

す
。（EzM

.116

）

　

思
考
と
い
う
も
の
は
元
来
、「
現
実
へ
と
、
つ
ま
り
内
容
へ
と
か
か
わ
る
」

も
の
で
あ
り
、「
そ
れ
自
体
は
主
観
で
は
な
い
も
の
」
と
関
係
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、「
経
験
を
な
す
こ
と
」
と
思
考
す
る
こ
と
は
じ
つ
は
一
致
し
、
そ

の
か
ぎ
り
で
、「
経
験
へ
の
教
育
」
と
「
成
熟
性
へ
の
教
育
」
は
「
互
い
に

同
一
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
経
験
を
な
す
能
力
」
を
育
む
こ
と
は
、
つ

ま
り
、
自
ら
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

よ
う
に
し
向
け
る
こ
と
と
、
同
じ
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
別
の
テ
ク
ス
ト
の
言

葉
づ
か
い
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、「
経
験
」
の
能
力
を
も
つ
こ
と
と
「
自
己

規
定
的
な
存
在
」（selbstbestim

m
tes W

esen

）
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い

は
、「
経
験
を
な
す
こ
と
」
と
「
何
ら
か
の
こ
と
が
ら
に
対
し
て
自
由
に
ま

た
自
律
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
」（zu irgendeiner Sache frei und au-

tonom
 sich zu verhalten

）、
こ
の
両
者
は
不
可
分
に
結
び
あ
い
、
重
な

り
あ
っ
て
い
る
（GS.10.683f., 482

）。

　

こ
の
よ
う
に
経
験
の
概
念
と
自
律
の
そ
れ
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
ア
ド
ル
ノ

の
視
点
は
、
し
か
し
む
ろ
ん
、
に
わ
か
に
は
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

経
験
と
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
に
か
ん
す
る
通
常
の
捉
え
方
―
た
と
え
ば
、

経
験
を
ま
ず
は
知
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
何
ほ
ど
か
受
動
的
な
働
き
と
し
て
、

そ
し
て
自
律
を
行
為
主
体
の
す
ぐ
れ
て
能
動
的
な
あ
り
方
と
し
て
想
定
す
る

よ
う
な
見
方
―
か
ら
す
れ
ば
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て

き
た
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
自
律
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
み
て
も
、
や
は
り
た
だ
ち

に
了
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
は
ず
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、
あ
る
い
は
ど

の
よ
う
な
意
味
で
、
経
験
と
自
律
と
は
重
ね
あ
わ
せ
て
把
握
さ
れ
る
の
だ
ろ
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で
に
（
第
二
節
で
）
言
及
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
鍵
概
念
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、

「
客
体
へ
の
自
由
」（ibid.

）
―
こ
そ
が
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
経
験
の
譲

り
え
な
い
特
質
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

　

経
験
の
特
質
を
こ
の
よ
う
に
際
立
た
せ
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
対
し
て
は
、

と
は
い
え
少
し
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
新
し
い
も

の
に
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ら
が
経
験
の
特
質
と
な
る
こ
と
は
、
考
え
て

み
れ
ば
、
ご
く
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
に
述
べ
た
て
る

必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
か
ら
す

れ
ば
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
や
は
り
す
ぐ
れ
た
経
験
の
あ
り
方
と
し
て
強

く
確
認
さ
れ
て
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
知
の
成
り
立
ち

に
は
「
同
一
化
」（das 

Identifizieren

）
と
い
う
概
念
的
思
考
の
働
き

―
あ
る
も
の
を
概
念
の
下
に
包
摂
し
、
何
か
と
し
て
同
定
す
る
作
用
―

が
避
け
が
た
く
伴
わ
れ
て
い
る
、
そ
う
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
る
か
ら
で
あ

（
（1
（

る
。

人
が
経
験
の
う
ち
で
何
か
あ
る
も
の
ご
と
を
知
る
場
合
、
そ
こ
で
は
す
で
に

こ
の
同
一
化
が
作
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
新
た

に
出
く
わ
す
経
験
の
内
容
を
、
既
存
の
概
念
の
下
に
包
摂
し
、
既
知
の
何
か

と
し
て
同
定
す
る
こ
と
が
、
い
い
か
え
れ
ば
、
す
で
に
見
知
っ
た
「
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
類
例
」（N

S. IV
-16.123

）
と
し
て
と
り
押
さ
え
る
こ
と
が
生
起
し

て
い
る
。
あ
る
講
義
に
お
け
る
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、

「
主
観
は
、
自
ら
が
経
験
す
る
も
の
を
、
い
わ
ば
暴
力
的
に
概
念
の
下
に
呪

縛
す
る
（bannen

）」
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
の
内
容
に

「
閉
ざ
さ
れ
た
性
格
」（geschlossener 

Charakter

）
を
も
た
ら
す
の
で

あ
る
（N

S. IV
-（.3（1

）。

　

こ
う
し
て
、
し
ば
し
ば
経
験
に
お
い
て
は
、「
外
部
か
ら
ふ
り
か
か
っ
て

す
能
力
」
に
か
ん
し
て
端
的
に
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

…
…
経
験
を
な
す
能
力
は
、
ま
だ
整
理
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
是
認
さ

れ
て
い
な
い
も
の
、
固
定
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
さ
れ
て
い
な
い
も

の
へ
と
か
か
わ
る
構
え
の
う
ち
で
具
体
化
す
る
。
…
…
経
験
そ
の
も
の

の
可
能
性
と
、
新
し
い
も
の
に
呼
応
す
る
可
能
性
と
は
、
同
一
の
も
の

で
あ
る
。
も
し
も
素
朴
と
い
う
概
念
に
ま
だ
何
か
正
当
な
意
味
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
能
力
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。（GS.14. 

377

）

　
「
経
験
を
な
す
能
力
」
は
、
い
わ
ば
「
固
定
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
包
摂
さ

れ
て
い
な
い
も
の
」
へ
と
「
か
か
わ
る
」（sich einlassen

）
能
力
と
し
て

は
じ
め
て
具
体
化
す
る
。
あ
る
い
は
、「
経
験
そ
の
も
の
の
可
能
性
」
と
は
、

す
な
わ
ち
、「
新
し
い
も
の
に
呼
応
す
る
可
能
性
」（die 
［M

öglichkeit

］, 
auf 

N
eues 

anzusprechen

）
の
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
、
つ
ま
り

既
存
の
も
の
で
は
な
い
何
か
、
そ
れ
ゆ
え
既
知
の
も
の
ご
と
を
超
え
出
る
何

ご
と
か
、
そ
う
し
た
も
の
ご
と
へ
と
か
か
わ
り
、
呼
応
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
ほ
ん
ら
い
経
験
は
可
能
と
な
る
。
な

ぜ
な
ら
、
少
し
粗
っ
ぽ
く
い
え
ば
、
経
験
と
は
た
ん
な
る
分
析
判
断
、
あ
る

い
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
何

ほ
ど
か
新
し
い
も
の
ご
と
へ
の
か
か
わ
り
が
不
可
欠
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
（cf. N

S. IV
-（.3（2f.; N

S. IV
-16.123

）。
ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
、

新
し
い
も
の
へ
と
、
既
存
の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
へ
と
「
開
か
れ
て
い

る
こ
と
」（A

ufgeschlossenheit

）（GS.14.377

）
―
す
な
わ
ち
、
す



  （8  

　

東
京
経
済
大
学　

人
文
自
然
科
学
論
集　

第
一
四
五
号 

九

と
し
て
の
自
ら
の
あ
り
方
を
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
何
か
絶
対
的
な
も
の
と
み

な
す
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
当
の
主
観
を
「
守
る
」
の
は
、
た
だ
「
批

判
的
な
自
己
反
省
」
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
つ
ど
の
経
験
の
内
容
に
対
す
る
同

一
化
の
あ
り
よ
う
を
批
判
的
に
反
省
し
、
自
ら
が
つ
く
っ
た
「
壁
」
に
抗
う

こ
と

―
す
な
わ
ち
、「
主
観
が
自
ら
客
観
の
ま
わ
り
に
織
り
な
し
た
ベ
ー

ル
を
引
き
裂
く
」
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
「
客
観
に
対
す
る
暴
力
」
を
「
破
壊
す

る
こ
と
」（GS.10.752

）
―
、
そ
の
よ
う
な
自
己
反
省
こ
そ
が
、
閉
ざ

さ
れ
た
知
の
圏
域
か
ら
の
脱
出
を
可
能
と
し
、
つ
ま
り
は
、
既
存
の
も
の
で

は
な
い
何
か
へ
と
開
か
れ
、
呼
応
す
る
と
い
う
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
経
験

の
あ
り
方
を
、
実
質
的
に
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、

「
自
己
反
省
」
と
は
い
わ
ば
、
す
ぐ
れ
た
「
経
験
」
に
と
っ
て
の
「
酵
素
」

（Ferm
ent

）
で
あ
り
（GS.6.57

）、
あ
る
い
は
逆
に
、「
自
己
省
察
の
欠

如
」（m

angelnde 
Selbstbesinnung

）
は
そ
の
ま
ま
「
経
験
す
る
能
力

の
欠
如
」（m

angelnde Fähigkeit zur Erfahrung

）
を
意
味
す
る
こ
と

に
な
る
（GS.10.561

）。

　

こ
う
し
た
批
判
的
な
自
己
反
省
は
、
と
は
い
え
む
ろ
ん
、
必
ず
し
も
容
易

な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
し
ば
し
ば
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

経
験
の
成
り
立
ち
に
と
っ
て
思
考
の
働
き
は
や
は
り
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
し

て
「
思
考
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
同
一
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」（GS.6.17

）

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
経
験
と
は
あ
く
ま
で
、
世
界
の
な
か

で
現
に
生
を
い
と
な
む
主
体
が
な
す
も
の
で
あ
る
。
経
験
の
内
容
は
世
界
か

ら
否
応
な
く
到
来
し
、
し
か
も
何
ほ
ど
か
「
身
体
の
反
応
」
と
一
体
化
し
た

情
動
的
、
非
認
知
的
な
か
た
ち
で
受
容
さ
れ
る
（N

S. IV
-（.5

（
（1
（11ff.

）。
そ

の
か
ぎ
り
、
経
験
の
内
容
そ
の
も
の
に
は
、
同
一
化
と
い
う
概
念
的
思
考
の

く
る
」
そ
の
内
容
（N

S. IV
-（.3（2

）
が
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
既
知
の
も
の
ご

と
で
は
な
い
は
ず
の
何
か
が
、
む
し
ろ
主
観
に
と
っ
て
何
ほ
ど
か
既
知
の
も

の
の
下
に
包
摂
さ
れ
、
既
存
の
主
観
に
お
け
る
知
の
圏
域
の
う
ち
に
閉
ざ
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
閉
ざ
さ
れ
た
経
験
の
あ
り
方
か
ら
、
あ
る
い
は
い
わ
ば
「
主
観
の
自
ら
の

う
ち
へ
の
囚
わ
れ
」（Gefangenschaft des Subjekts in s

（
（1
（ich

）（GS.10. 
74（

）
か
ら
脱
し
て
、
新
た
な
も
の
へ
と
開
か
れ
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
す
ぐ
れ
た
経
験

の
あ
り
方
に
向
か
う
こ
と
は
、
い
か
に
す
れ
ば
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
る
も
の
、
そ
れ
が
批
判
的
な
自

己
反
省
で
あ
り
、
総
じ
て
批
判
と
い
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
。『
否
定
弁
証
法
』

の
な
か
の
、
思
考
に
よ
る
「
論
証
」
と
「
経
験
」
と
の
か
か
わ
り
を
主
題
と

し
た
一
節
か
ら
、
短
く
引
い
て
み
る
。

た
だ
批
判
的
な
自
己
反
省
だ
け
が
、
主
観
の
充
足
が
陥
る
偏
狭
さ
か
ら
、

そ
し
て
ま
た
、［
主
観
が
］
自
ら
と
客
観
の
あ
い
だ
に
壁
を
つ
く
り
、

自
ら
の
対
自
存
在
を
即
か
つ
対
自
的
な
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
か

ら
、
当
の
主
観
を
守
る
の
で
あ
る
。（GS.6.41.

［　

］
は
筆
者
）

　

主
観
が
自
ら
と
客
観
と
の
あ
い
だ
に
「
壁
」
を
つ
く
り
、「
自
ら
の
対
自

存
在
を
即
か
つ
対
自
的
な
も
の
（das A

n und für sich

）
と
し
て
想
定

す
る
」
こ
と
、
い
わ
ば
経
験
の
内
容
と
な
る
も
の
ご
と
へ
と
そ
の
つ
ど
開
か

れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
え
ず
そ
れ
を
同
一
化
し
て
自
ら
の
知
の
圏
域

の
う
ち
に
と
り
込
む
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
同
一
化
を
遂
行
す
る
思
考
の
主
体
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の
実
質
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
た
だ
ち
に
ま
た
、
そ
う
し
た
批
判
が

可
能
に
す
る
こ
と
が
ら
を
、
す
な
わ
ち
既
存
の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
に

開
か
れ
、
呼
応
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
、
よ
り
積
極
的
な
そ
の
内
実
と
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。「
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
向
か
う
」（zur 

A
ufge-

schlossenheit 
tendieren

）
こ
と
、
そ
れ
が
つ
ま
り
は
「
自
律
的
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（GS.14.377

）。

　

あ
ら
た
め
て
整
理
し
な
が
ら
少
し
だ
け
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、

ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
あ
っ
て
自
律
と
は
、
他
律
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
同

時
に
そ
れ
は
自
己
自
身
に
対
す
る
抵
抗
、
す
な
わ
ち
批
判
的
な
自
己
反
省
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
自
律
的
で
あ
る
と
は
、
た
と
え
ば
、

現
存
す
る
世
界
な
い
し
社
会
に
お
け
る
支
配
的
な
規
範
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

抵
抗
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
既
存
の
規
範
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
も
の
に
順
応
し
て
い
る
自
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

反
省
を
く
わ
え
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、
他
者
に
対
す
る
「
冷
淡
さ
」
に
帰
結
す
る
よ
う
な
頑
な
な

自
己
支
配
の
あ
り
方
を
、
そ
し
て
そ
こ
に
前
提
さ
れ
て
い
る
硬
く
堅
固
な
自

己
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
を
問
い
た
だ
し
、
そ
れ
に
抗
う
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
抵
抗
と
し
て
の
自
律
と
は
、
し
か
し
た
ん
に
否
定
的
な
こ
と

が
ら
な
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
既
存
の
抑
圧
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
順

応
し
て
い
る
自
ら
の
あ
り
方
に
抗
う
こ
と
―
そ
れ
ゆ
え
ま
た
そ
の
前
提
と

な
っ
て
い
る
現
実
の
抑
圧
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
自
体
に
も
抵
抗
す
る
こ
と
―

は
、
む
し
ろ
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
そ
く
し
て
調
整
さ
れ

た
知
に
お
い
て
同
一
化
さ
れ
、
そ
れ
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
世
界
の
あ

認
知
的
な
作
用
か
ら
は
い
つ
で
も
す
で
に
逃
れ
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
十

全
に
包
摂
し
え
な
い
多
様
な
要
素
が
は
ら
ま
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
に
、
同
一
化
の
営
み
は
つ
ね
に
ど
こ
か
し
ら
綻
び
を
生
じ
、
何
ほ

ど
か
わ
り
き
れ
な
さ
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
伴
っ
て
い
る
。

　

自
己
反
省
が
少
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
、
そ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば
（
ア
ド
ル
ノ
が
し
ば

し
ば
用
い
る
概
念
に
そ
く
し
て
い
え
ば
）
あ
る
種
の
「
矛
盾
」（W

ider-
spruch

）
と
し
て
も
現
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
同
一
化
の
綻
び
を
起

点
と
す
る
こ
と
で
こ
そ
、
経
験
の
成
り
立
ち
に
不
可
欠
で
も
あ
る
同
一
化
の

そ
の
つ
ど
の
あ
り
方
を
、
そ
し
て
ま
た
、
思
考
す
る
主
観
が
陥
る
こ
と
に
な

る
「
自
ら
の
う
ち
へ
の
囚
わ
れ
」
を
問
い
に
付
し
、
そ
れ
に
批
判
的
に
抗
う

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
い
わ
ば
「
概
念
か
ら
逃
れ
さ
る
」（dem

 
Begriff 

entfliehen

）
も
の
に
「
そ
く
し
て
」
こ
そ
「
自
ら
を
吟
味
す
る
」
こ
と

（GS.6.358

）、
ま
さ
に
そ
う
し
た
か
た
ち
で
自
己
反
省
と
い
う
批
判
の
営

み
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
経
験
は
、
つ
ま
り

既
存
の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
、
既
知
の
も
の
を
超
え
出
る
何
か
へ
と
開

か
れ
る
こ
と
は
、
現
実
に
生
起
し
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

（
（1
（

る
。

（
三
）
開
か
れ
る
こ
と
と
し
て
の
自
律

　

こ
う
し
て
、
批
判
的
な
自
己
反
省
と
い
う
こ
と
が
ら
が
す
ぐ
れ
た
経
験
の

概
念
と
な
ぜ
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
点
は
ひ
と
ま
ず
明
ら
か

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
る

「
自
律
」
の
さ
ら
な
る
内
実
が
同
時
に
見
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
な
る
。
自

律
と
い
う
こ
と
が
ら
は
、
自
己
反
省
と
い
う
徹
底
し
た
批
判
の
あ
り
方
に
そ
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た
思
考
は
、
そ
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
た
経
験
の
総
体
を
対
象
に
向
け
、

対
象
を
覆
っ
て
い
る
社
会
的
な
網
を
引
き
裂
き
、
そ
の
対
象
を
新
た
に

見
い
だ
す
。（GS.10.468

）

　

既
存
の
も
の
ご
と
に
対
す
る
批
判
は
、「
対
象
を
覆
っ
て
い
る
社
会
的
な

網
」、
い
わ
ば
現
存
す
る
世
界
の
な
か
で
成
り
立
つ
「
呪
縛
」
と
し
て
の
知

の
あ
り
よ
う
を
「
引
き
裂
く
」（zerreißen

）
こ
と
に
お
い
て
、「
そ
の
対

象
を
新
た
に
見
い
だ
す
（neu gew

ahren

）」
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な

「
開
か
れ
た
」（offen

）
思
考
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
は
「
客
体
に
対
し
て
自

由
な
」
あ
り
よ
う
こ
そ
が
、
す
ぐ
れ
て
「
精
神
的
自
由
」
の
、
つ
ま
り
は
自

律
の
形
態
と
な
る
。〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
自
律
は
あ

（
（1
（

る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
け
る
積
極
的
な
自
律
の
概
念
は
、
こ
う
し
て
ひ
と

ま
ず
見
通
し
の
つ
く
も
の
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
お
そ
ら
く
は
、
な
お
問
わ

れ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
前
節
の

最
後
に
ふ
れ
て
お
い
た
、「
自
己
規
定
」
と
い
う
自
律
の
捉
え
方
に
関
連
し

た
論
点
で
あ
る
。
本
節
の
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

（
四
）
実
定
的
な
あ
り
方
を
超
え
出
る
「
自
己
」

　

他
律
へ
の
抵
抗
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
「
自
己
」
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
、

既
存
の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
へ
と
開
か
れ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が

す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
律
と
な
る
。
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
る
そ
う
し
た
自
律
の

概
念
は
、
こ
れ
ま
で
立
ち
入
っ
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
た
ん
に
否
定
的

な
も
の
、
批
判
に
終
始
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、

い
わ
ば
「
自
己
」
か
ら
の
解
放
、
自
己
か
ら
「
抜
け
出
す
」
こ
と
を
意
味
す

り
方
へ
と
新
た
に
開
か
れ
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
あ
る

い
は
、
頑
な
な
自
己
支
配
に
批
判
を
向
け
、
堅
固
な
自
己
の
あ
り
方
を
問
い

た
だ
す
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
ま
た
、
自
己
支
配
を
貫
こ
う
と
す
る
自

己
の
あ
り
方
か
ら
い
わ
ば
意
味
づ
け
を
さ
れ
、
そ
う
し
た
自
己
に
と
っ
て
は

な
か
ば
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
他
者
の
あ
り
よ
う
へ
と
開
か
れ
、
そ
れ
に
応
答
し

て
ゆ
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
自
律
の
よ
り
積
極
的
な
実
質
と
な
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
う
し
た
点
で
あ
る
。
既
存
の
も
の
へ
の
適
応
に
、
そ
し
て
自
己
自

身
へ
の
囚
わ
れ
に
批
判
的
に
抗
う
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
既
存
の
も
の
ご
と

を
超
え
、
新
た
な
世
界
や
他
者
の
あ
り
よ
う
へ
と
呼
応
す
る
こ
と
に
向
か
う

こ
と
、
そ
こ
に
こ
そ
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
「
自
律
」
の
内
実
が
見
い
だ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
（
第
三
節
の
な
か
で
）
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
、
ア
ド
ル
ノ
の

視
点
に
あ
っ
て
、
自
律
は
「
精
神
的
自
由
」
と
等
置
さ
れ
て
も
い
た
。
哲
学

的
思
考
の
あ
り
方
を
主
題
に
し
た
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
ア
ド
ル
ノ
は
、

既
存
の
も
の
ご
と
に
対
す
る
批
判
の
営
み
―
こ
こ
で
は
「
既
存
の
哲
学
に

対
す
る
批
判
」
―
と
そ
う
し
た
自
由
と
の
か
か
わ
り
に
関
連
し
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
そ
う
し
た
批
判
が
形
式
と
し
て
も
実
質
的
に
も
助
け
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
支
配
的
な
哲
学
の
潮
流
の
う
ち
に
は
い
か
な
る
場
も
も
っ

て
い
な
い
よ
う
な
、
精
神
的
自
由
の
形
態
で
あ
る
。
開
か
れ
、
首
尾
一

貫
し
た
か
た
ち
で
、
ま
た
た
え
ず
進
展
す
る
認
識
と
い
う
あ
り
方
で
客

体
に
向
か
う
思
考
は
、
客
体
に
対
し
て
自
由
な
の
で
あ
り
、
組
織
化
さ

れ
た
知
に
よ
っ
て
規
則
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
し



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 

一
二

  （5  

難
な
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
次
第
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
お
い
て
は
、
と
は
い
え
、
じ
つ
は
「
自
己
」
に
つ
い

て
の
そ
の
よ
う
な
理
解
こ
そ
が
そ
も
そ
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
の
も
、（
第
五
節
で
考
え
て
み
た
よ
う
に
、）
そ
う
し
た
実
定
的
な
も

の
と
し
て
の
自
己
（
た
と
え
ば
、
現
に
あ
る
し
か
じ
か
の
欲
求
や
好
み
等
に

染
め
抜
か
れ
た
自
己
、
あ
る
い
は
首
尾
一
貫
し
て
あ
る
べ
き
堅
固
な
自
己
と

い
っ
た
も
の
）
は
、
む
し
ろ
そ
の
も
の
が
他
律
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
他
律
的
で

は
な
い
、
す
ぐ
れ
た
自
己
の
あ
り
方
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い

わ
ば
、
実
定
的
な
も
の
で
は
な
い
何
か
、
つ
ま
り
現
に
何
も
の
か
と
し
て
あ

る
あ
り
方
を
超
え
出
る
よ
う
な
何
か
で
こ
そ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に

関
連
し
た
典
型
的
な
一
節
を
『
否
定
弁
証
法
』
か
ら
引
い
て
み
る
。

自
己
の
概
念
の
も
と
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人

間
の
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
可
能
性
は
、
自
己
の
現
実

性
に
対
し
て
攻
撃
的
に
対
峙
す
る
。（GS.6.274

）

　

す
ぐ
れ
て
「
自
己
」
の
概
念
の
も
と
で
考
え
ら
れ
る
べ
き
は
、「
自
己
の

現
実
性
に
対
し
て
攻
撃
的
に
対
峙
す
る
」（polem

isch gegen die W
irk-

lichkeit des Selbst stehen

）
よ
う
な
、
人
間
の
「
可
能
性
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
わ
ば
、「
現
に
そ
う
で
あ
る
の
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
」

（die M
öglichkeit, ein anderer zu sein, als m

an ist

）（GS.6. 
2（3

）
の
こ
と
で
あ
る
。
現
に
何
も
の
か
と
し
て
あ
る
実
定
的
な
自
己
か
ら

の
差
異
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
既
存
の
自
己
の
あ
り
よ
う
に
抗
い
、
そ
れ
を

る
と
い
う
点
で
も
、
あ
る
い
は
ま
た
、
新
た
な
何
か
に
呼
応
し
、
つ
ま
り
は

自
ら
の
外
な
る
も
の
、
何
か
「
他
な
る
」
も
の
に
応
ず
る
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
い
う
点
で
も
（cf. GS.10.735

）、
も
は
や
「
自
律
」
と
し
て
は
く
く

ら
れ
が
た
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
し
た
疑
問
は
な
お
残
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
律
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
捉
え
方
は
、
自
律
の

い
わ
ば
最
低
限
の
意
味
と
な
る
は
ず
の
「
自
己
規
定
」、「
自
ら
」
考
え
決
定

す
る
と
い
う
こ
と
が
ら
と
さ
え
、
埋
め
が
た
い
隔
た
り
を
も
ち
、
し
た
が
っ

て
そ
れ
と
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
は
や
は
り
困
難
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、（
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
）
ア
ド
ル

ノ
も
一
方
で
は
自
己
規
定
と
い
う
意
味
で
の
自
律
の
概
念
そ
の
も
の
は
維
持

し
て
も
い
る
以
上
、
自
律
を
め
ぐ
る
そ
の
思
考
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
少
な

か
ら
ぬ
不
整
合
さ
を
は
ら
み
、
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
は
当
然
と
も
い
え
る
こ
う
し
た
疑
問
は
、
し
か
し
じ
つ
は
、
自

律
に
か
ん
す
る
、
そ
し
て
「
自
己
」
と
い
う
も
の
に
か
ん
す
る
あ
る
一
定
の

理
解
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
と
い
う
も
の
が
、
何
か
「
実
定
的
な
も
の
」（das 

Positive

）
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
現
に
何
か
と
し
て
あ
る
も
の
、
す
で
に
何

ほ
ど
か
確
定
的
な
し
か
た
で
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し

た
既
存
の
実
定
的
な
自
己
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ
の
自
己
に
よ
る
規
定
な
い
し

決
定
と
し
て
自
律
は
可
能
に
な
る
、
そ
う
み
な
す
理
解
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ド
ル
ノ
の
考
え
る
自
律
は
、
そ
う
し
た
何

か
確
固
と
し
た
自
己
に
抗
い
、
そ
れ
か
ら
い
わ
ば
脱
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
と
な
る
以
上
、
そ
れ
を
あ
え
て
自
律
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
や
は
り
困
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い
或
る
目
的
へ
向
か
っ
て
の
自
己
拘
束
（engagem

ent vers une cer-
taine fin encore non existante

）
と
し
て
存
在
す

（
1（
（

る
」。
そ
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
脱
自
的
な
投
企
の
あ
り
方
は
、
し
か
し
（
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
と
か
ら
予
料
さ
れ
る
と
お
り
）、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ
っ
て

は
、
た
と
え
ば
主
体
相
互
の
「
相

（
11
（

剋
」
を
必
然
的
に
招
来
す
る
よ
う
な
も
の

で
は
け
っ
し
て
な

（
11
（

い
。
む
し
ろ
、
既
存
の
自
己
を
超
え
出
る
「
自
己
」
へ
の

解
放
は
、
あ
く
ま
で
世
界
の
な
か
で
、
既
存
の
も
の
ご
と
を
超
え
出
る
何
か

へ
の
、
つ
ま
り
新
た
な
世
界
や
他
者
の
あ
り
よ
う
へ
の
呼
応
と
し
て
こ
そ
生

起
す

（
11
（

る
。
ア
ド
ル
ノ
は
「
人
格
性
」
を
主
題
と
し
た
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
な
か

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
主
体
が
自
ら
自
身
に
い
た
る
の
は
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
に
主
体
自

ら
へ
と
立
ち
還
る
よ
う
な
、
そ
の
対
自
存
在
の
保
存
に
よ
っ
て
は
な
く
、

む
し
ろ
外
化
、
つ
ま
り
主
体
そ
れ
自
身
で
は
な
い
も
の
へ
と
身
を
委
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。（GS.10.643

）

　
「
主
体
が
自
ら
自
身
に
い
た
る
」（zu sich selbst kom

m
en

）
の
は
、

「
主
体
そ
れ
自
身
で
は
な
い
も
の
へ
と
身
を
委
ね
る
こ
と
」（H

ingabe 
an 

das, w
as es nicht selbst ist

）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
ぐ
れ

た
意
味
で
「
自
己
」
が
生
成
す
る
の
は
、「
外
化
」
に
よ
っ
て

―
し
た
が

っ
て
（
第
二
節
の
な
か
で
ふ
れ
て
お
い
た
と
お
り
）、「
客
体
へ
の
自
由
」
に

よ
っ
て
―
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
主
体
そ
れ
自
身
で
は
な
い
も
の
」、

つ
ま
り
既
存
の
知
の
圏
域
を
超
え
出
る
何
か
へ
と
、
自
己
反
省
と
い
う
批
判

の
営
み
を
通
じ
て
開
か
れ
、「
身
を
委
ね
る
」
そ
の
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
、

そ
の
つ
ど
超
え
出
て
ゆ
く
よ
う
な
何
か
、
そ
う
し
た
も
の
こ
そ
が
、
じ
つ
は

す
ぐ
れ
た
意
味
で
「
自
己
」
で
あ
る
こ
と
に
な

（
（1
（

る
。

　

そ
し
て
、
も
し
も
自
己
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
成
り
立
つ
と

す
れ
ば
、
開
か
れ
る
こ
と
と
し
て
の
自
律
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
律

の
概
念
は
、「
自
己
」
規
定
と
い
う
こ
と
が
ら
と
、
や
は
り
十
分
に
重
ね
て

捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
（
ひ
と
ま
ず
『
否

定
弁
証
法
』
の
言
葉
に
そ
く
し
て
い
え
ば
）、
自
己
を
何
か
実
定
的
な
も
の

と
み
な
す
こ
と
に
お
い
て
、
人
は
い
わ
ば
「
自
ら
の
自
己
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
己
か
ら
隔
て
ら
れ
て
も
い
る
」（ibid.

）
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
既
存
の
自
己
の
あ
り
よ
う
に
抗
い
、
実
定
的
な
自

己
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ば
そ
れ
ま
で

「
隔
て
ら
れ
て
い
た
」
す
ぐ
れ
た
自
己
、
既
存
の
あ
り
方
を
越
え
出
る
自
己

へ
と
向
か
う
こ
と
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
む
し
ろ
「
自

己
」
自
身
で
ふ
る
ま
う
こ
と
、「
自
ら
」
行
為
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ

と
と
な
る
。
自
己
か
ら
の
解
放
は
、
い
わ
ば
自
己
へ
の
解
放
と
な
る
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
既
存
の
自
己
の
あ
り
よ
う
か
ら
の
超
出
の
も

と
に
自
律
的
な
あ
り
方
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
視
点
そ
の
も
の
は
、（
少
な

く
と
も
論
理
的
な
成
り
立
ち
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、）
む
ろ
ん
ア
ド
ル
ノ
に

特
有
の
も
の
な
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
対
自
」（le pour-soi

）
を
ま

さ
に
「
そ
れ
自
身
の
無
」
と
し
て
捉
え

（
11
（

る
サ
ル
ト
ル
の
視
点
は
、
わ
け
て
も

容
易
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
対
自
は
、
あ
る
い
は
「
意
識
」
は
、

「
現
に
存
在
す
る
或
る
所
与
か
ら
の
自
己
解
放
（dégagem

ent dʼun cer-
tain donné existant

）
と
し
て
存
在
す
る
と
と
も
に
、
い
ま
だ
存
在
し
な



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 
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潜
在
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
じ
つ
は
そ
の
も
の
が
い
わ
ば
他
律

に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
あ
る
い
は
内
面
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
他
律
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
自
律
の
概
念
を
批
判
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
、
し

か
し
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
律
の
概
念
を
探

り
あ
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
自
律
の
積
極
的
な
あ
り
方

と
な
る
も
の
こ
そ
、
他
律
に
対
す
る
断
固
と
し
た
抵
抗
、
批
判
的
な
自
己
反

省
と
な
る
よ
う
な
徹
底
し
た
批
判
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
開
か
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
既
存
の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
、
新
し
い
世
界
や
他
者
の
あ
り
方

へ
と
呼
応
す
る
と
と
も
に
、
実
定
的
な
も
の
を
超
え
出
る
自
己
の
あ
り
よ
う

へ
と
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
自
律
の
概
念
に
つ
い
て
ア
ド
ル
ノ
が
何
を
批
判
し
、
何
を
救

い
出
そ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
自
律
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
は
、
も
ち
ろ
ん
、

従
来
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
自
律
に
か
ん
す
る
思
考
を
、（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
言
葉
を
用
い
て
い
え
ば
）
強
く
「
逆
撫
で
す
る
」（gegen den Strich 

b

（
11
（

ürsten

）
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
考

を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
し
か
し
問
い
返
さ
れ
る
べ
き
は
、
や
は
り
そ
う
し
た
従

来
の
自
律
の
概
念
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
自
己
の
捉
え
方
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
何
か
確
固
と
し
た
自
己

と
い
っ
た
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
に
向
か
う
そ
の
よ
う
な
思
考
の
あ
り
方
の

も
と
に
は
、
む
し
ろ
一
種
の
転
倒
な
い
し
倒
錯
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。『
否
定
弁
証
法
』
の
な
か
の
、
あ
る
種
の
「
存
在
論
」
を
批
判
す
る

文
脈
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
新
し
い
何
か
に
呼
応
す
る
主
体
と
し
て
、
既
存
の
自
己
の
あ
り
方

を
超
え
る
「
自
己
」
が
ま
た
う
ち
開
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

（
11
（

る
。

　

既
存
の
も
の
ご
と
へ
の
囚
わ
れ
に
抗
う
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
ま
ま
、
既

存
の
自
己
の
あ
り
方
へ
の
囚
わ
れ
に
抗
う
こ
と
に
結
び
つ
く
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
は
ま
た
、
新
た
な
世
界
や
他
者
の
あ
り
よ
う
へ
と
超
え
出
て
ゆ
く
こ
と

で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
そ
の
つ
ど
呼
応
す
る
自
己
へ
と
超
出
し
て
ゆ
く

こ
と
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
世
界
へ
と
開
か
れ
る
こ
と
は
、
自
己
へ
と
開
か

れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
意
味
で
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉、
そ

の
こ
と
こ
そ
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
自
律
の
概
念
と
な

る
の
で
あ

（
11
（

る
。

八　

結
び
に
か
え
て

　

は
じ
め
に
簡
単
に
確
認
し
た
と
お
り
、
お
も
に
近
代
以
降
、
自
律
の
概
念

は
、
倫
理
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
社
会
的
・
政
治
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
、

す
ぐ
れ
て
尊
重
さ
れ
擁
護
さ
れ
る
べ
き
個
々
人
の
あ
り
よ
う
、
人
間
主
体
の

あ
り
方
を
指
す
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
ご
く
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら

れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
自
律
の
概
念
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は
、
こ
れ

ま
で
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
そ
の
批
判
的
な
再
構
成

を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

一
方
で
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
は
、
そ
れ
が
堅
固
な
自
己
の
あ
り
方
、
自

己
固
有
の
あ
り
よ
う
を
前
提
と
し
、
自
己
支
配
と
重
な
り
あ
う
も
の
と
し
て

想
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
き
び
し
い
批
判
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
あ
る
べ
き
生
の
あ
り
方
を
切
り
縮
め
、
生
を
窒
息
さ
せ
る
可
能
性
を
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あ
り
よ
う
を
意
味
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
（cf. N

S. IV
-13. 

265f.; GS.6.288f.

）、
そ
れ
は
（
す
で
に
く
り
か
え
し
確
認
し
た
と
お
り
）、

じ
つ
は
他
律
的
な
か
た
ち
で
こ
そ
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
何
か
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
確
か
な
「
支
え
」
に

な
る
も
の
と
し
て
自
己
を
求
め
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
他
律
の
、
つ
ま
り
「
自

我
の
弱
さ
」
の
徴
表
な
の
で
あ

（
11
（

る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、「
自
ら
を
で
き
る
こ

と
な
ら
強
さ
と
し
て
誤
認
し
よ
う
と
す
る
弱
さ
」（Schw

äche, 
die 

sich 
w

om
öglich als Stärke verkennt

）（GS.6.2（3

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
、
じ
つ
は
逆
説
的
に
も
、「
自
己
自
身
を
求
め
る
こ

と
さ
え
な
い
」
よ
う
な
あ
り
方
こ
そ
が
、
す
ぐ
れ
て
「
自
我
の
強
さ
」
を
表

わ
す
徴
表
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
支
え
と
な
る
よ
う
な
確

固
た
る
自
己
を
求
め
る
こ
と
に
む
し
ろ
抗
い
、「
支
え
を
求
め
る
欲
求
」
か

ら
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
あ
り
方
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
「
自
我
の
強

さ
」、
つ
ま
り
自
律
的
な
あ
り
方
は
可
能
に
な

（
1（
（

る
（cf. GS.6.102

）。『
否
定

弁
証
法
』
の
な
か
で
ア
ド
ル
ノ
は
、
確
か
な
「
支
え
」
と
な
る
も
の
を
求
め

る
思
考
の
あ
り
方
―
直
接
に
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
「
克
服
」
を
声
高
に
唱

え
る
立
場
―
を
批
判
し
な
が
ら
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

…
…
［
そ
れ
に
よ
っ
て
］
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
も
は
や
何
も

支
え
に
な
り
え
な
い
と
い
う
状
態
こ
そ
、
よ
う
や
く
人
間
に
ふ
さ
わ
し

い
状
態
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
観
方
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

は
そ
の
状
態
こ
そ
、
哲
学
が
い
つ
も
思
考
に
対
し
て
要
請
だ
け
は
し
な

が
ら
、
そ
の
つ
ど
同
時
に
妨
げ
て
き
た
こ
と
、
つ
ま
り
自
律
的
に
ふ
る

ま
う
こ
と
を
、
つ
い
に
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。（GS.6.373

）

支
え
を
求
め
る
欲
求
、
実
体
的
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
も
の
を
求
め
る

欲
求
は
、
そ
れ
が
独
善
的
に
望
ん
で
い
る
ほ
ど
実
体
的
で
は
な
い
。
む

し
ろ
そ
れ
は
、
自
我
の
弱
さ
の
徴
表
で
あ
る
。
…
…
も
は
や
外
部
か
ら

も
自
ら
の
う
ち
で
も
抑
圧
さ
れ
て
い
な
い
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う

し
た
者
は
、
け
っ
し
て
支
え
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
お

そ
ら
く
は
自
己
自
身
を
求
め
る
こ
と
さ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。（GS.6. 

102

）

　
「
支
え
を
求
め
る
欲
求
」（das Bedüfnis nach H

alt

）、
し
た
が
っ
て
ま

た
「
自
己
自
身
（sich selbst

）
を
求
め
る
こ
と
」
へ
と
向
か
う
欲
求
は
、

い
わ
ば
「
自
我
の
弱
さ
の
徴
表
」（Signatur der Schw
äche des Ichs

）

で
あ
る
。
も
う
少
し
言
葉
を
足
し
て
お
く
。

　

ま
ず
「
自
我
の
弱
さ
」
と
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
精
神
分
析
学
者
の
ヘ
ル
マ

ン
・
ヌ
ン
ベ
ル
ク
に
お
け
る
「
自
我
の
強
さ
（Ichstärke
）」
／
「
自
我
の

弱
さ
（Ichschw

äche

）」
の
対
概
念
に
も
拠
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
文

脈
で
た
び
た
び
用
い
る
概
念
で
あ

（
11
（

る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
外
部
か
ら
与
え
ら
れ

る
個
々
の
状
況
へ
と
そ
の
つ
ど
「
適
応
」
す
る
よ
う
な
受
動
的
な
主
体
の
あ

り
方
を
示
す
概
念
で
あ
り
（N

S. IV
-15.（（; EzM

.143; GS.7.178; GS. 
6.273

）、
し
た
が
っ
て
元
来
は
ま
さ
し
く
他
律
的
な
あ
り
方
を
典
型
的
に
指

示
す
る
も
の
で
あ

（
11
（

る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
と
対
照
を
な
す
概
念
で

あ
る
「
自
我
の
強
さ
」
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
律
的
な
主
体
の
あ
り
方
を
特
徴

づ
け
る
も
の
と
な
る
。
ひ
と
ま
ず
は
、
そ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
「
強
さ
」
が
、
実
際
に
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

自
己
支
配
を
貫
く
確
固
と
し
た
自
己
、
硬
く
堅
固
な
自
己
と
い
っ
た
も
の
の
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と
の
か
か
わ
り
も
含
め
、
倫
理
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
と
の
関
連
で

「
抵
抗
」
の
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
以
下
も
参
照
。

Gerhard Schw
eppenhäuser, E

thik nach A
uschw

itz. A
dornos 

negative M
oralphilosophie, 2., überarbeitete A

uflage, Springer, 
2016, S.220ff.

（
2
）
ア
ド
ル
ノ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
基
本
的
に
、
全
集
（T

heo-
dor 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
対
談
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, Suhr-
kam

p

（T
aschenbuch

）, 1（71

［
＝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
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
。

（
3
） Im

m
anuel K

ant, Beantw
ortung der Frage: W

as ist A
uf-

klärung?

（1784

）, in K
antʼs gesam

m
elte Schriften, hrsg. von 

der K
öniglich Preußischen A

kadem
ie der W

issenschaften, Bd. 
V

III, S.35f.

／「
啓
蒙
と
は
何
か
」（
福
田
喜
一
郎
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』

岩
波
書
店
、
第
一
四
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
、
二
五-

二
六
頁
。
な
お
、

「
成
熟
性
（
成
年
性
）」
に
よ
っ
て
「
啓
蒙
」
を
規
定
す
る
カ
ン
ト
の
そ
う

し
た
用
法
に
つ
い
て
も
ま
た
、
い
う
ま
で
も
な
く
長
い
前
史
が
あ
る
。
ご

く
簡
単
に
い
え
ば
、
ま
ず
こ
の
語
は
、
元
来
は
「
成
人
」
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
法
的
概
念
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
自
己
自
身
の
主
人
（
自
権
者
）」

（sein eigener H
err 

（sui iuris

））
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
（
ヴ
ォ

　
「
も
は
や
何
も
支
え
に
な
り
え
な
い
と
い
う
状
態
」（der 

Zustand, 
in 

dem
 m

an an nichts m
ehr sich halten könnte

）
こ
そ
が
、
結
局
は

「
自
律
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
」（autonom

 sich zu verhalten

）
を
可
能
に

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
律
と
は
、
つ
ま
り
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
確
か
な
「
支
え
」
と
な
る
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
確
固
と
し
た

自
己
と
い
っ
た
も
の
を
求
め
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
他
律
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ

の
こ
と
に
抵
抗
し
、
自
己
へ
の
囚
わ
れ
を
超
え
出
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
既

存
の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
へ
と
開
か
れ
、
呼
応
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
の

よ
う
な
開
か
れ
た
あ
り
方
と
し
て
こ
そ
、
自
律
は
可
能
に
な
る
。
ア
ド
ル
ノ

が
再
構
成
を
通
じ
て
探
り
あ
て
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
意
味

で
の
自
律
の
概
念
な
の
で
あ
る
。

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
註
（
2
）
を
参
照
。
そ
れ
以
外
の
テ
ク
ス

ト
に
か
ん
し
て
は
、
そ
の
つ
ど
註
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
。

（
1
）
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
お
け
る
自
律
の
積
極
的
要
素
を
明
確
に
「
抵
抗
」

の
も
と
に
見
い
だ
し
、「
抵
抗
と
し
て
の
自
律
」（autonom

y as resis-
tance

）
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。Brian 

O
ʼConnor, A

dorno, Routledge, 2013, pp.110-146.

な
お
、「
抵
抗
」

は
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
け
る
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
が
、
自
律
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カ
ン
ト
は
、
盛
期
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
綱
領
的
な
標
語
と
な
っ
て

い
た
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」
と
い
う
概
念
を
「
成
熟
性
」
の
概
念
に
置

き
換
え
た
が
、
そ
の
場
合
、
成
熟
性
の
概
念
は
、「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」

の
概
念
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
一
定
の
意
味
の
拡
張
を
伴
う
こ
と
に
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
た
ん
に
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」
と
い
う
知

性
的
な
こ
と
が
ら
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
、「
自
分
で
行
為
す
る
こ

と
」（Selbsttun

）
と
い
う
実
践
的
な
こ
と
が
ら
を
含
む
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
は
（
自
ら
考
え
行
為
す
る
と
い
う
）
広
義
の
自
律
の
概
念
と
そ
の

ま
ま
重
な
る
も
の
と
し
て
、
成
熟
性
の
概
念
を
捉
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
え
る
（cf. H

inske, Eklektik, Selbstdenken, M
ündigkeit, S.6f.; 

H
inske, K

ant als H
erausforderung an die G

egenw
art, A

lber, 
1（80, S.72f., 75f.

／『
現
代
に
挑
む
カ
ン
ト
』（
石
川
文
康
ほ
か
訳
）
晃
洋

書
房
、
一
九
八
五
年
、
九
一
頁
、
九
四
頁
、
参
照
）。
な
お
、
成
熟
性
を

め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
思
考
と
自
律
の
概
念
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
以
下
も

参
照
。
宇
都
宮
芳
明
『
カ
ン
ト
の
啓
蒙
精
神
』、
三
二
頁
、
二
四
四
頁
。

（
5
）
た
だ
し
ア
ド
ル
ノ
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
「
成
熟
性
」
の
概
念
に
つ
い

て
も
や
は
り
一
義
的
、
固
定
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
い

わ
ば
「
生
成
す
る
も
の
」（ein 

W
erdendes

）
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
（EzM

. 108f., 144

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
も

参
照
。Robert Spaem

ann, A
utonom

ie, M
ündigkeit, Em

anzipa-
tion. Zur Ideologisierung von Rechtsbegriffen, in E

rziehungs-
w

issenschaft, hrsg. von Siegfried O
ppolzer, A

lois H
enn V

erlag, 
1（71, S.31（f.

（
6
）
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
自
身
も
　

―
　

あ
く
ま
で
条
件

つ
き
の
か
た
ち
で
　

―
　

ひ
と
ま
ず
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
講
義

の
な
か
で
は
、「
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
根
本
的
な
着
想
」
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
そ
こ
に
は
、
次
の
か
ぎ
り
で
、
抵
抗
の

ル
フ
の
言
葉
に
そ
く
し
て
い
え
ば
）「
自
己
自
身
を
養
い
統
治
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
概
念
で
あ
っ
た
（M

anfred 
Som

m
er, M

ündigkeit, in Joachim
 Ritter

（H
rsg.

）, H
istorisches 

W
örterbuch der Philosophie, Schw

abe, Bd. 6, 1（84, S.225; 
Christian W

olff, V
ernünftige G

edanken von dem
 gesellschaftli-

chen Leben der M
enschen und insonderheit dem

 gem
einen 

W
esen

（1721
）, die sechste A

uflage, Franckfurt und Leibzig, 
1747, S.（2f.

）。
カ
ン
ト
は
、
そ
う
し
た
元
来
の
意
味
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、

盛
期
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」（Selbstden-

ken

）
と
い
う
標
語
の
も
と
に
考
え
ら
れ
て
い
た
「
啓
蒙
」
に
対
し
て
自

ら
自
身
の
規
定
を
与
え
て
ゆ
く
な
か
で
、
こ
の
「
成
熟
性
」
を
「
他
人
の

指
導
な
し
に
自
分
の
悟
性
を
用
い
る
能
力
」
を
そ
な
え
た
状
態
と
い
う
意

味
で
用
い
た
の
で
あ
る
（K

ant, D
ie M

etaphysik der Sitten

（17（7

）, 
in K

antʼs gesam
m

elte Schriften, Bd. V
I, S.282.

／『
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
、
一
一
六
頁; K

ant, A
nthropologie in pragm

atischer H
in-

sicht

（17（8

）, in K
antʼs gesam

m
elte Schriften, Bd. V

II, S.208, 
228f.

／『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』（
渋
谷
治
美
訳
）、『
カ
ン
ト
全

集
』
第
一
五
巻
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
三
、
一
七
二-

一
七
三
頁; K

ant, 
Beantw

ortung der Frage: W
as ist A

ufklärung?, S.36.

／「
啓
蒙

と
は
何
か
」、
二
六
頁; cf. N

orbert H
inske, Eklektik, Selbstden-

ken, M
ündigkeit 

― drei verschiedene Form
ulierungen einer 

und derselben Program
m

idee, in A
ufklärung, Jahrgang 1, H

eft 
1, 1（86, hrsg. von H

inske, E
klektik, Selbstdenken, M

ündigkeit, 
Felix M

einer, S.6f.;

宇
都
宮
芳
明
『
カ
ン
ト
の
啓
蒙
精
神
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
六
年
、
三
〇-

三
四
頁
、
参
照
）。

（
4
）
前
注
の
な
か
で
ふ
れ
た
と
お
り
、「
啓
蒙
」
概
念
を
規
定
す
る
う
え
で
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ry and Practice of A
utonom

y, Cam
bridge U

niversity Press, 
1（88, pp.1（-20, 108; John Christm

an, Procedural A
utonom

y 
and Liberal Legitim

acy, in J.S. T
aylor

（ed.

）, Personal A
utono-

m
y, Cam

bridge U
niversity Press, 2005, p.27（; N

atalie Stoljor, 
A

utonom
y and the Fem

inist Intuition, in C. M
ackenzie / Stol-

jor

（eds.

）, R
elational 

A
utonom

y, 
O

xford 
U

niversity 
Press, 

2000, p.（4, 100

）、
そ
れ
に
対
し
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
お
い
て
（
自
律

を
め
ぐ
る
文
脈
だ
け
で
な
く
）
広
く
重
要
な
位
置
づ
け
を
も
つ
も
の
と
な

る
批
判
的
自
己
反
省
の
概
念
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
後
す
ぐ
に
述
べ
る
よ
う

に
、
あ
く
ま
で
「
自
己
自
身
」
に
対
す
る
批
判
、
い
わ
ば
二
階
な
い
し
高

階
の
レ
ベ
ル
で
の
反
省
・
評
価
主
体
の
あ
り
方
そ
の
も
の
（
も
し
く
は
そ

う
し
た
反
省
・
評
価
の
基
準
そ
の
も
の
）
に
向
け
ら
れ
る
批
判
的
な
反
省

を
意
味
し
て
い
る
。
第
二
に
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
差
異
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
階
層
的
な
自
律
概
念
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
伴
わ
れ
て
い
る

「
批
判
的
（
自
己
）
反
省
」
の
あ
り
方
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
重
要
な
批

判
の
ひ
と
つ
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
批
判
的
自
己
反
省
の
概
念
に
も
無

関
係
で
は
な
い
。
そ
の
批
判
と
は
、「
無
限
後
退
」
を
め
ぐ
る
そ
れ
で
あ

る
（cf. John Christm

an, Introduction, in Christm
an

（ed.

）, T
he 

Inner Citadel. E
ssays on Individual A

utonom
y, Echo Point 

Books &
 M

edia, 1（8（/2014, p.（; Christm
an &

 Joel A
nderson, 

Introduction, in Christm
an / A

nderson

（eds.

）, A
utonom

y and 
the Challenges to Liberalism

, Cam
bridge U

niversity Press, 
2005, pp.5-6

）。
た
と
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
転
回
以
降
の

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
、「
否
定
弁
証
法
」
に
向
か
う
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
対

し
て
指
弾
す
る
「
遂
行
的
矛
盾
」
を
め
ぐ
る
論
点
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に

か
か
わ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（cf. 

Jürgen 
H

aberm
as, 

D
er philosophische D

iskurs der M
oderne, Suhrkam

p, 1（85, 

モ
メ
ン
ト
が
同
時
に
措
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、

あ
ら
ゆ
る
慣
例
的
な
モ
メ
ン
ト
、
つ
ま
り
強
い
意
味
で
主
体
そ
の
も
の
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
が
、
道
徳
的
な
も
の
の
正
当
な
根
拠

と
し
て
は
除
外
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
す
。
自
ら
自

身
に
法
則
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
外
部
の
現
実
か
ら
法

則
を
受
け
と
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
抵
抗
し
て
、
そ
う
し
た
［
外
部
か
ら

与
え
ら
れ
る
］
法
則
に
打
ち
勝
つ
と
い
う
こ
と
（das 

Gesetz 
nicht 

von der äußeren Realität em
pfangen, sondern es im

 W
ider-

stand 
dagegen 

überw
inden

）
な
の
で
す
。
…
…
カ
ン
ト
に
あ
っ
て

は
、
自
律
の
概
念
の
う
ち
で
す
で
に
抵
抗
の
思
想
が
同
時
に
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
は
一
定
の
制
限
が
必
要
で
す
。
と
い
う
の

も
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
自
律
の
思
想
は
、
少
し
も
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

普
遍
性
の
思
想
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
た
め
で
す
」（A

dorno, 
Prob-

lem
e der M

oralphilosophie. V
orlesung, gehalten im

 W
interse-

m
ester 1（56/57 an der U

niversität Frankfurt, 11.（（.（111, in 
Schw

eppenhäuser, E
thik nach A

uschw
itz, S.222. ［　

］
は
筆
者
）。

（
7
）
自
律
概
念
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
に
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
「
批
判

的
（
自
己
）
反
省
」（critical

（self-

）reflection

）
の
概
念
が
焦
点
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
批
判
的
自
己
反
省
」
の
概

念
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
り
急
ぎ
二
点
の
み
補
足
を
し
て
お
く
。
ま
ず

一
点
目
は
、
両
者
の
違
い

0

0

に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
律
の
手
続
き
的
な
理
論
、

と
く
に
階
層
的
理
論
に
か
か
わ
る
近
年
の
議
論
に
お
い
て
問
題
と
な
る

「
批
判
的
（
自
己
）
反
省
」
は
、
基
本
的
に
は
、
一
階
な
い
し
低
階
の
欲

求
等
に
対
す
る
二
階
な
い
し
高
階
の
レ
ベ
ル
で
の
反
省
・
評
価
の
こ
と
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
何
ほ
ど
か
本
来
の
「
自
己
」、
少
な
く
と
も
高
階

の
い
わ
ば
自
己
的
な
何
か
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
よ
る
反
省
と
い
っ
た
意

味
あ
い
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
が
（cf. Gerald D

w
orkin, T

he T
heo-
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第
一
四
五
号 

一
九

本
稿
で
は
、
課
題
の
範
囲
を
超
え
る
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
何
か
堅
固
な
自
己
で
あ
り
続
け
よ
う

と
す
る
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
憤
怒
と
憎
悪
に
満
ち
た
、
屈
折
し
た
か
た

ち
で
の
他
者
へ
の
暴
力
　

―
　

と
り
わ
け
、
社
会
の
な
か
で
「
弱
者
」
と
み

な
さ
れ
て
き
た
人
び
と
、
し
か
も
「
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
人

び
と
に
対
す
る
「
迫
害
」（GS.10.677

）
　

―
　

に
結
び
つ
く
と
い
う
事
態

で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
そ
う
し
た
暴
力
を
引
き
起
こ
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
で
論
じ
て
い
る
が
、
よ
り
根
本
的
な
か
た
ち

で
そ
れ
を
仔
細
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の

共
著
で
あ
る
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』（
と
り
わ
け
「
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
あ
る
い

は
啓
蒙
と
道
徳
」
の
章
お
よ
び
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
諸
要
素
」
の
章
）
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
わ
ば
、
自
然
支
配
を
遂
行
し
、
そ
れ
ゆ
え
自
己

支
配
を
貫
こ
う
と
す
る
主
体
に
と
っ
て
、
た
え
ず
抑
圧
の
対
象
と
な
る
内

的
自
然
は
、
個
々
の
主
体
が
自
ら
に
禁
じ
る
そ
の
ミ
メ
ー
シ
ス
的
衝
動
を

体
現
す
る
者
、
自
然
の
痕
跡
を
残
す
者
た
ち
に
対
す
る
憎
悪
に
満
ち
た
暴

力
と
な
っ
て
こ
そ
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
し
た
一
節
で
も
問
題

と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
対
す
る
省
察
の
必
要

性
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
自
己
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
「
自
己
」

の
あ
り
方
が
帰
結
す
る
暴
力
に
つ
い
て
、
倫
理
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
視

点
を
背
景
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
拙
稿
も
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
、
所
収
。

（
11
）
た
だ
し
、
ア
ド
ル
ノ
が
考
え
る
抵
抗
と
し
て
の
自
律
と
い
う
こ
と
が

ら
を
、
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
な
も
の
と
し
て
把
握
す
る
立
場
も
あ
る
。
た
と

え
ば
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
オ
コ
ナ
ー
は
、
ま
ず
一
方
で
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は

自
律
概
念
に
対
す
る
批
判
の
み
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
自
律
の

可
能
性
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
（positive

）
説
明
」
も
含
ん
で
い
る
と

S.144f., 154f., 21（.

／『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
』（
三
島
憲
一
ほ

か
訳
）
岩
波
書
店
、
第
一
巻
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
七-

二
一
〇
頁
、
二

二
二-

二
二
三
頁
、
三
二
四-

三
二
六
頁
）。
た
だ
し
、
ア
ド
ル
ノ
に
お

け
る
批
判
的
自
己
反
省
の
概
念
に
お
い
て
は
、
批
判
の
起
点
に
か
か
わ
る

「
無
限
後
退
」
の
問
題
は
、
じ
つ
は
問
題
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
次
の
拙
稿
を
参
照
。
麻
生
博
之
「「
非
同
一
的

な
も
の
」
へ
の
自
由
　

―
　

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
思
惟
の
自
己
反
省
」
の

成
り
立
ち
に
つ
い
て
」、『
人
文
自
然
科
学
論
集
』（
東
京
経
済
大
学
人
文

自
然
科
学
研
究
会
編
）
第
一
〇
九
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
。

（
8
）
自
律
の
階
層
的
理
論
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
一
階
な
い
し
低

階
の
欲
求
等
に
つ
い
て
批
判
的
な
評
価
を
行
う
二
階
な
い
し
高
階
の
反
省

の
も
と
で
い
わ
ば
そ
の
評
価
の
基
準
と
な
る
も
の
（
あ
る
い
は
「
自
己
」

そ
の
も
の
）
が
、
た
と
え
ば
抑
圧
的
な
性
規
範
を
深
く
内
面
化
し
て
い
る

よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
階
層
的
理
論
が
想
定
す
る
形
式
的
な
自
律
の
テ
ス

ト
を
た
と
え
パ
ス
し
た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
自
律
的
と
み
な
し
え
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
反
論
が
く
り
か
え
し
提
起
さ
れ
て
き
た

（cf. Christm
an, Introduction, in T

he Inner Citadel, p.（; M
ac-

kenzie / Stoljar, Introduction. A
utonom

y Refigured, in R
ela-

tional A
utonom

y, pp.14-16

）。

（
（
）「
冷
淡
さ
」
と
い
う
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
の
第
四

節
途
中
の
議
論
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
本
稿
（
上
）
の
注
（
28
）
も
確
認
さ
れ

た
い
。
な
お
、
こ
の
「
冷
淡
さ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
引
用
を
行
っ
た

「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
後
の
教
育
」
と
い
う
講
演
の
と
く
に
後
半
部
で
、

立
ち
入
っ
た
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
（cf. GS.10.682ff.

）。

（
10
）
な
お
、「
批
判
的
自
己
反
省
に
向
け
た
教
育
」
の
必
要
を
説
く
引
用
し

た
一
節
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
こ

と
が
ら
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
深
刻
な
事
態
で
あ
る
と
も
い
え
る
。



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 

二
〇
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多
様
な
領
域
に
わ
た
っ
て
く
り
か
え
し
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

思
考
の
ひ
と
つ
の
核
心
を
な
す
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
と
も
関
連
し

て
、
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
「
同
一
化
」
の
概
念
は
少
な
か
ら
ず
多
義
的
で

あ
り
、
こ
こ
で
主
題
化
し
た
認
識
の
作
用
　

―
　

あ
る
も
の
を
何
ご
と
か
と0

し
て

0

0

（als

）
同
定
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
再
認
」
の
作
用
　

―
　

を
意
味

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
も
の
を
何
ご
と
か
と0

（m
it

）
等
置
す
る
、

も
し
く
は
自
ら
を
何
か
と0

（m
it

）
同
一
視
す
る
、
等
の
意
味
で
も
し
ば

し
ば
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
多
義
性
に
か
ん
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り

以
下
を
参
照
。T

hyen, N
egative D

ialektik und E
rfahrung, S.118, 

122, 205ff.; Josef Früchtl, M
im

esis. K
onstellation eines Zentral-

begriffs bei A
dorno, K

önigshausen + N
eum

ann, 1（86, S.（4ff.

（
15
）
こ
う
し
た
「
自
ら
の
う
ち
へ
の
囚
わ
れ
」
と
い
う
あ
り
方
を
批
判
す

る
視
点
も
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
を
貫
く
核
心
的
な
視
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
い
わ
ば
認
識
論
的
な
位
相
　

―
　

典
型
的
に
は
『
否

定
弁
証
法
』
に
お
け
る
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
の
形
而
上
学
」
の
議
論
に
お

い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
そ
れ
（GS.6.142ff.

）
　

―
　

に
お
い

て
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
に
お
い
て
（
た
と
え
ば
、「
自
己
」

の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
に
関
連
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
倫
理
に
、
そ
し
て

社
会
の
な
か
で
の
個
人
の
あ
り
よ
う
に
関
連
し
て
）
展
開
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ア
ド
ル
ノ
は

そ
の
根
底
に
あ
る
事
態
を
、
い
わ
ば
「
自
己
保
存
の
呪
縛
」（GS.10. 

107

）、「
自
己
保
存
へ
の
囚
わ
れ
」（GS.6.381

）
と
し
て
把
握
し
て
い
る

（cf. GS.6.2（3

）。

（
16
）「
感
覚
し
、
体
験
し
、
経
験
す
る
存
在
者
と
し
て
、
人
間
は
そ
れ
自
身

が
ま
た
、
本
質
的
に
身
体
で
あ
る
」（N

S. IV
-（.512

）。
そ
の
よ
う
に
考

え
る
ア
ド
ル
ノ
は
、
経
験
の
内
容
と
な
る
も
の
、
と
く
に
「
感
覚
」
を

「
肉
体
感
情
」（K

örpergefühl

）
と
も
規
定
し
、
そ
の
身
体
的
・
情
動
的

し
、
そ
の
積
極
的
な
面
を
「
抵
抗
と
し
て
の
自
律
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に

見
い
だ
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
え
で
、
そ
う
し
た
抵
抗
と
し
て
の
自
律
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
否
定
的
」
な
も
の
で
し
か
な
い
と
捉

え
て
い
る
（O

ʼConnor, A
dorno, p.111, 134-135, 136

）。
し
か
し
本

稿
で
は
、
そ
う
し
た
捉
え
方
に
同
意
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
抵
抗
と
し
て

の
自
律
と
い
う
こ
と
が
ら
を
そ
の
よ
う
に
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
な
も
の
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
は
、「
自
己
規
定
」
と
い
っ
た
最
低
限
の
自
律
の
概
念

と
の
関
連
づ
け
を
困
難
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
あ
と
本
論
で
述
べ
る

よ
う
な
、
自
律
と
「
経
験
」
を
重
ね
あ
わ
せ
、
い
わ
ば
「
開
か
れ
る
こ

と
」
と
し
て
自
律
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
を
と
り
逃
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

（
12
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
で
論
究
さ
れ
て

い
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
「
否
定
弁
証
法
」
と
し
て
展
開

す
る
思
考
そ
の
も
の
を
「
経
験
の
理
論
」
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
以

下
の
論
考
を
参
照
。A

nke T
hyen, N

egative D
ialektik und E

rfah-
rung. 

Zur 
R

ationalität 
des 

N
ichtidentischen 

bei 
A

dorno, 
Suhrkam

p, 1（8（.

（bes. S.12ff., 112, 267ff.

）

（
13
）
な
お
、
こ
の
一
節
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
精
神
的
な
経
験
」

（geistige Erfahrung

）
と
は
、
と
く
に
思
考
（
概
念
的
反
省
）
の
関
与

が
強
調
さ
れ
た
経
験
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
た
と
え
ば
『
否
定

弁
証
法
』
の
「
序
論
」
で
も
、
ま
た
そ
の
原
型
と
な
る
講
義
の
な
か
で
も

立
ち
入
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、（
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』

に
お
け
る
「
経
験
」
の
概
念
と
も
関
連
し
た
）
こ
の
「
精
神
的
経
験
」
の

概
念
は
、
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
思
考
に
と
っ
て
ご
く
重
要
な
位
置
づ
け
を

も
つ
も
の
と
い
え
る
（cf. GS.6. 41f.; N

S. IV
-16. 122ff.

）。

（
14
）
お
そ
ら
く
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、「
同
一
化
」
の
作
用
（
さ

ら
に
ま
た
「
同
一
性
」
の
概
念
）
を
め
ぐ
る
ア
ド
ル
ノ
の
批
判
的
思
考
は
、
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二
一

か
ら
で
あ
り
（M

artin H
eidegger, D

er U
rsprung des K

unstw
er-

kes

（1（35/36

）, in G
esam

tausgabe, V
ittorio K

losterm
ann, Bd. 5, 

H
olzw

ege, 1（77, S.55.

／『
芸
術
作
品
の
根
源
』（
関
口
浩
訳
）
平
凡
社
、

二
〇
〇
二
年
、
九
九
頁; H

eidegger, Zur Erörterung der Gelas-
senheit. 

A
us 

einem
 

Feldw
eggespräch 

über 
das 

D
enken

（1（44/45

）, in G
esam

tausgabe, Bd. 13, A
us der E

rfahrung des 
D

enkens, 1（83, S.63.

／「
そ
の
ま
ま
と
謂
う
こ
と
の
所
在
究
明
に
向
か

っ
て
［
放
下
の
論
究
の
た
め
に
］」（
東
専
一
郎
訳
）、『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全

集
』
創
文
社
、
第
一
三
巻
、
一
九
九
四
年
、
所
収
、
九
一
頁
）、
そ
れ
ゆ

え
ま
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
そ
の
も
の
が
い
わ
ば
「
開
放
性
と
し
て
の

自
由
」（Freiheit 

als 
O

ffenheit

）
の
理
解
に
向
け
た
「
自
由
の
現
象

学
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
（Günter 

Figal, M
artin H

eidegger. Phänom
enologie der Freiheit, M

ohr 
Siebeck, 3. A

uflage, 2013, S.355f.

）。
じ
っ
さ
い
、
ア
ド
ル
ノ
自
身
の

熾
烈
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
と
後
期

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
と
の
近
さ
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
も
き
た
（cf. 

M
ichael T

heunissen, K
ritische T

heorie der G
esellschaft. Zw

ei 
Studien, W

alter de Gruyter, 2. A
uflage, 1（81, S.17f.

）。
た
だ
し
、

た
と
え
自
律
な
い
し
自
由
に
か
か
わ
る
論
点
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
両

者
の
思
考
の
関
係
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
考
え
る
た
め
に
は
、
当
然
な
が

ら
、
か
な
り
入
り
く
ん
だ
検
討
作
業
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
ま
ず
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
お
け
る
自
由
、
な
い
し
そ
れ
に
関

連
す
る
（「
決
意
性
」
等
の
）
諸
概
念
に
つ
い
て
、
思
考
の
時
期
に
も
留

意
し
な
が
ら
整
理
を
行
っ
た
う
え
で
、
し
か
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
を
倦

む
こ
と
な
く
批
判
す
る
ア
ド
ル
ノ
自
身
の
主
張
も
十
分
に
く
み
と
り
な
が

ら
、
自
律
な
い
し
自
由
を
め
ぐ
る
両
者
の
視
点
を
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
が
、

少
な
く
と
も
不
可
欠
に
な
る
と
思
わ
れ
る
（
ア
ド
ル
ノ
の
視
点
に
そ
く
し

な
性
格
を
強
く
主
張
し
て
い
る
（N

S. IV
-（.511ff.; 

cf. GS.6.1（3f.

）。

そ
し
て
こ
の
意
味
で
、
経
験
に
は
（
本
稿
で
は
お
も
に
注
の
な
か
で
言
及

し
て
き
た
）「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
要
素
が
拭
い
が
た
く
伴
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
う
し
た
「
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
、
も
し
く
は
経
験
の
モ
メ
ン

ト
」（das m

im
etische oder erfahrende M

om
ent

）（N
S. IV

-（. 
118

）
こ
そ
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
に
あ
っ
て
は
、
自
己
反
省
の
起
点
の

可
能
性
を
裏
う
ち
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
17
）
批
判
的
自
己
反
省
の
起
点
に
か
か
わ
る
論
点
に
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ

以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
こ
の
点
に
か
ん
す
る
も
う
少
し
展
開
さ
れ
た
議
論

と
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。「「
非
同
一
的
な
も

の
」
へ
の
自
由
」、
一
九
二-
二
〇
一
頁; 

「
他
な
る
も
の
と
倫
理
」、
二

〇
二-

二
一
二
頁
。

（
18
）
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
の
自
律
の
概
念
が
「
開
か
れ
る
こ
と
」
と
し

て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
た
だ
ち
に
、
自
由
に
か

ん
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
接
近
が
問

題
と
な
り
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
と
り
わ
け
後
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
あ

っ
て
は

―
自
由
の
問
題
が
実
質
的
に
消
滅
し
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
一
方
で
（
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ウ
ォ
ー
リ
ン
『
存
在
の
政
治

―
マ
ル
テ

ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
政
治
思
想
』（
小
野
紀
明
ほ
か
訳
）
岩
波
書
店
、

一
九
九
九
年
、
二
六
一
頁
以
下
、
参
照
）

―
、
た
と
え
ば
、『
存
在
と

時
間
』
に
お
け
る
「
決
意
性
」（Entschlossenheit

）
の
概
念
が
「
開-

鎖
性
」（Ent-schlossenheit

）
と
し
て
、
つ
ま
り
い
わ
ば
「
存
在
す
る

も
の
に
囚
わ
れ
て
い
る
あ
り
方
か
ら
存
在
の
開
放
性
へ
と
現
存
在
を
開
け

る
こ
と
」（die Eröffnung des D

aseins aus der Befangenheit im
 

Seienden zur O
ffenheit des Seins

）
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
現
存
在

が
開
け
に
向
か
っ
て

0

0

0

0

み
ず
か
ら
を
開
く
こ
と
」（das 

［…

］ Sichöffnen 
des D

aseins für das O
ffene

）
と
し
て
捉
え
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
な
る



　
〈
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「
決
断
主
義
」
に
陥
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
）
く
り
か
え
し
厳
し
い
批
判

を
向
け
て
い
る
。『
否
定
弁
証
法
』
の
「
序
論
」
の
な
か
の
サ
ル
ト
ル
批

判
や
、『
文
学
ノ
ー
ト
』
所
収
の
論
考
（「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」）
が
そ

の
典
型
と
な
ろ
う
（GS.6. 58ff.; GS.11. 40（ff.

）

（
24
）
こ
う
し
た
観
点
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
、
サ
ル
ト
ル
に
対
す
る

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
批
判
的
な
視
点
と
も
重
な
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。「
私
は
す
べ
て
の
形
式
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
す

べ
て
を
笑
う
こ
と
も
で
き
る
。
私
が
完
全
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
事
件

な
ど
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
そ
の
と
き
私
が
私
の
自
由
の
う
ち
に
身
を

引
く
か
ら
で
は
な
く
、
私
が
他
の
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
る
（m

ʼengager 
ailleurs

）
か
ら
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
の
悲
し
み
に
つ
い
て
考
え

る
代
り
に
、
自
分
の
爪
を
見
つ
め
た
り
、
朝
食
を
摂
っ
た
り
、
政
治
に
没

頭
し
た
り
す
る
。
私
の
自
由
は
つ
ね
に
孤
独
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
が

共
犯
者
を
伴
わ
ぬ
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
不
断
の
離
脱

の
能
力
（pouvoir dʼarrachem

ent perpétuel

）
は
、
世
界
へ
の
私
の

普
遍
的
な
参
加
（m

on engagem
ent universel dans le m

onde

）
を

支
え
に
し
て
い
る
。
私
の
現
実
的
な
自
由
は
、
私
の
存
在
の
こ
ち
ら
側
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
私
の
前
に
、
物
の
な
か
に
（devant m

oi, dans les 
choses

）
あ
る
の
だ
。」（M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énolo-
gie de la perception, Gallim

ard, 1（45, p.516.

／『
知
覚
の
現
象
学
』

（
竹
内
芳
郎
ほ
か
訳
）
み
す
ず
書
房
、
第
二
巻
、
一
九
七
四
年
、
三
六
九

頁
。）

（
25
）
ア
ド
ル
ノ
の
自
律
概
念
に
お
け
る
「
自
己
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論

点
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
な
か
ば
形
式
的
な
か
た
ち
で
考
察

を
行
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
具
体
的
な
か
た
ち
で
考
え
て
み
る

た
め
に
は
、
こ
の
論
点
だ
け
を
主
題
と
し
て
別
途
考
察
を
加
え
る
必
要
も

あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
以
下
の
拙
稿
も
参
照
。「
他
な
る
も
の
と
倫

て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、「
抵
抗
」
な
い
し
「
批
判
」
と
い
う
本
稿
で
論

じ
た
概
念
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
自
由
の
身
体
性
、
さ
ら
に
社
会
性
等
を

め
ぐ
る
理
解
の
差
異
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
）。
さ
し

あ
た
っ
て
は
、「
開
か
れ
る
こ
と
」
と
し
て
の
自
律
を
め
ぐ
り
本
稿
で
と

り
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
論
点
に
関
連
す
る
両
者
の
思
考
の
重
な
り
に
つ
い

て
、
以
下
を
参
照
。H

erm
ann M

örchen, A
dorno und H

eidegger. 
U

ntersuchung einer philosophischen K
om

m
unikationsverw

ei-
gerung, K

lett-Cotta, 1（81, S.4（0, 581f.

（
1（
）
な
お
、「
自
己
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
考
は
、
同
時
に
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
「
叡
知
的
性
格
」（intelligibler 

Charakter

）
の
概

念
に
か
か
わ
る
そ
の
積
極
的
な
評
価
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
（cf. GS.6. 

273f., 2（3f.

）。
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ア
ド
ル
ノ
の
カ

ン
ト
評
価
は
入
り
く
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
自
律
の
概

念
に
つ
い
て
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
と
お
り
、
カ
ン
ト
の
思
考
に
対
し
て

は
　

―
　

た
と
え
ば
「
叡
知
的
性
格
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
同
様
に
（cf. 

GS.6.283ff., 287ff.

）
　

―
　

く
り
か
え
し
厳
し
い
批
判
が
さ
し
向
け
ら
れ

る
が
、
他
方
で
は
む
し
ろ
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
積
極
的
な
可
能
性

を
　

―
　

ア
ド
ル
ノ
が
し
ば
し
ば
用
い
る
言
葉
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
そ
の

「
真
理
内
容
」
を
　

―
　

探
り
あ
て
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
20
） Jean-Paul Sartre, Lʼêtre et le néant, Gallim

ard, 1（43, p.114.

／『
存
在
と
無
』（
松
浪
信
三
郎
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
第
Ⅰ
巻
、
二
〇

〇
七
年
、
二
四
三
頁
。

（
21
）Ibid., p.523

／
同
書
、
第
Ⅲ
巻
、
二
〇
〇
八
年
、
一
三
一
頁
。

（
22
） Cf. Ibid., p.470

／
同
書
、
第
Ⅱ
巻
、
二
〇
〇
七
年
、
五
二
九-

五
三

〇
頁
。

（
23
）
ち
な
み
に
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
的
思
考
に
つ
い
て
、
ア
ド
ル
ノ

自
身
は
か
な
り
冷
淡
な
評
価
を
行
っ
て
お
り
、（
た
と
え
ば
非
合
理
的
な
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東
京
経
済
大
学　

人
文
自
然
科
学
論
集　

第
一
四
五
号 

二
三

「
権
力
と
の
同
化
」
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
（GS.10. 580; cf. GS.10. 

561f.

）、「
権
威
主
義
」
や
「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
強
く
関
連
す
る
主
体

の
あ
り
方
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（GS.（-1. 201f., 204

）。

（
30
）
よ
り
具
体
的
に
　

―
　

第
二
次
大
戦
後
に
ア
ド
ル
ノ
が
亡
命
の
地
で
あ

る
米
国
で
実
施
し
た
周
知
の
共
同
研
究
、
つ
ま
り
『
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
』
に
お
け
る
知
見
に
そ
く
し
て
　

―
　

い
え
ば
、「
自
我
の
弱
さ
」

は
、
し
ば
し
ば
逆
説
的
に
、
自
ら
の
「
堅
固
さ
」（toughness

）
や
「
強

さ
」（strength

）
を
誇
張
し
て
示
そ
う
と
す
る
傾
向
と
結
び
つ
い
て
い

る
（GS.（-1. 202, 205f.

）。

（
31
）
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
「
自
我
の
強
さ
」
に
つ
い
て
、
ア
ド
ル
ノ
は
、

批
判
的
な
自
己
反
省
（
自
己
省
察
）、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
既
存

の
も
の
ご
と
で
は
な
い
何
か
へ
と
「
開
か
れ
る
」
あ
り
方
の
も
と
に
そ
の

実
質
を
見
い
だ
し
て
い
る
（cf. GS.7. 178; GS.6. 41; GS.20. 3（（

）。

文
献
一
覧
（
上
・
下
全
体
）

Ⅰ
．
ア
ド
ル
ノ
（T

heodor W
. A

dorno

）
の
文
献

G
esam

m
elte Schriften, Suhrkam

p, 1（70-1（86

［
＝GS.

］

N
achgelassene Schriften, A

bt. IV
. V

orlesungen, Suhrkam
p, 1（（3ff.

［
＝N

S. IV
.

］

（
1
）『
全
集
』
所
収
の
テ
ク
ス
ト

M
ax H

orkheim
er / T

h. W
. A

dorno: D
ialektik der A

ufklärung. 
Philosophische Fragm

ente

（1（47

）, in GS.3

／
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／

ア
ド
ル
ノ
『
啓
蒙
の
弁
証
法
　

―
　

哲
学
的
断
想
』（
徳
永
恂
訳
）
岩
波
文

理
」、
一
九
七
頁
以
下
。

（
26
）
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
律
の
積
極
的
な
概
念
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ゼ
ー
ル
が

『
幸
福
の
形
式
に
関
す
る
試
論
』
に
お
い
て
展
開
し
た
「
世
界
に
開
か
れ

た
自
己
決
定
」（w

eltoffene 
Selbstbestim

m
ung

）
の
概
念
と
も
、
ひ

と
ま
ず
は
か
な
り
接
近
し
た
も
の
と
み
な
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
（M

ar-
tin Seel, V

ersuch über die Form
 des G

lücks. Studien zur E
thik, 

Suhrkam
p, 1（（（, bes. S.114ff.

／『
幸
福
の
形
式
に
関
す
る
試
論
』（
高

畑
祐
人
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
八
年
、
と
く
に
一
二
六
頁
以

下
）。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
と
く
に
「
自
己
」、
あ
る
い
は
「
自
己
関
係
」

と
い
う
こ
と
が
ら
に
か
ん
す
る
ア
ド
ル
ノ
と
ゼ
ー
ル
の
視
点
に
は
、
小
さ

く
は
な
い
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
意
味
で
も
、
両
者
の
接

近
に
つ
い
て
見
極
め
る
た
め
に
は
少
し
慎
重
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

（
27
） W

alter Benjam
in, Ü

ber den Begriff der Geschichte, in W
al-

ter Benjam
in G

esam
m

elte Schriften, Suhrkam
p, Bd. I‒2, 1（（1, 

S.6（7.

／「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」（
浅
井
健
二
郎
訳
）、『
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
所
収
、
六

五
一
頁
。

（
28
） Cf. H

erm
ann N

unberg, Ichstärke und Ichschw
äche, in In-

ternationale Zeitschrift für Psychoanalyse und Im
ago, Bd. 24, 

1（3（, S.4（-61. 

な
お
、
ア
ド
ル
ノ
は
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
で
、
こ
の

「
自
我
の
弱
さ
」（
ま
た
「
自
我
の
強
さ
」）
の
概
念
を
比
較
的
自
由
に
用

い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
ヌ
ン
ベ
ル
ク
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
参
照
指
示

を
、
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
や
講
義
等
で
く
り
か
え
し
行
っ
て
も
い
る

（cf. GS.8. 82, 436f.; GS.（-2. 68; N
S. IV

-15. （（ 

）。

（
2（
）
こ
の
点
に
関
連
し
て
、「
自
我
の
弱
さ
」
は
ま
た
、
た
と
え
ば
と
く
に
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訳
）〔
抄
訳
〕
青
木
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
所
収

T
he Stars D

ow
n to Earth: T

he Los A
ngeles T

im
es A

strology 
Colum

n

（1（56

）, in GS.（-2
Prism

en. K
ulturkritik und G

esellschaft

（1（55

）, in GS.10

／『
プ
リ

ズ
メ
ン
　

―
　

文
化
批
判
と
社
会
』（
渡
辺
祐
邦
・
三
原
弟
平
訳
）
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年

E
ingriffe. N

eun kritische M
odelle

（1（63

）, in GS.10

／『
批
判
的
モ
デ

ル
集
Ⅰ
　

―
　

介
入
』（
大
久
保
健
治
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一

年

Stichw
orte. K

ritische M
odelle 2 

（1（6（

）, in GS.10

／『
批
判
的
モ
デ

ル
集
Ⅱ
　

―
　

見
出
し
語
』（
大
久
保
健
治
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

七
一
年

K
ritik

（1（6（

）, in GS.10
N

oten zur Literatur III

（1（65

）, in GS.11

／『
文
学
ノ
ー
ト
』（
三
光
長

治
ほ
か
訳
）
み
す
ず
書
房
、
第
二
巻
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収

E
inleitung in die M

usiksoziologie. Zw
ölf theoretische V

orlesun-
gen

（1（62/68

）, in: 
GS.14

／『
音
楽
社
会
学
序
説
』（
高
辻
知
義
・
渡

辺
健
訳
）
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
九
年

Zur D
em

okratisierung der deutschen U
niversitäten

（1（5（

）, in 
GS.20

K
ritische T

heorie und Protestbew
egung: Ein Interview

 m
it der 

»Süddeutschen Zeitung«

（1（6（

）, in GS.20
（
2
）『
講
義
録
』
所
収
の
テ
ク
ス
ト

Ä
sthetik

（1（58/5（

）, hrsg. von Eberhard O
rtland, in N

S. IV
‒3

K
ants »K

ritik der reinen V
ernunft«

（1（5（

）, hrsg. von T
iede-

m
ann, in N

S. IV
‒4

庫
、
二
〇
〇
七
年

M
inim

a 
M

oralia. 
R

eflexionen 
aus 

dem
 

beschädigten 
Leben

（1（51

）, in 
GS.4

／『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
　

―
　

傷
つ
い
た
生
活
裡
の
省

察
』（
三
光
長
治
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年

N
egative D

ialektik

（1（66

）, in GS.6

／『
否
定
弁
証
法
』（
木
田
元
ほ
か

訳
）
作
品
社
、
一
九
九
六
年

Ä
sthetische 

T
heorie, 

hrsg. 
von 

Rolf 
T

iedem
ann 

unter 
M

it-
w

irkung von Gretel A
dorno u. a., in GS.7

／『
美
の
理
論
』（
大
久

保
健
治
訳
）
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
五
年; 

『
美
の
理
論
・
補
遺
』（
大

久
保
健
治
訳
）
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
八
年

Zum
 V

erhältnis von Soziologie und Psychologie

（1（55

）, in GS.8
T

heorie der H
albbildung

（1（5（
）, in GS.8

／「
半
教
養
の
理
論
」、
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
『
ゾ
チ
オ
ロ
ギ
カ
　

―
　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学

派
の
社
会
学
論
集
』（
三
光
長
治
ほ
か
訳
）
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
、
所

収

K
ultur und V

erw
altung

（1（60

）, in GS.8

／「
文
化
と
管
理
」、『
ゾ
チ

オ
ロ
ギ
カ
』
所
収

Einleitung zum
 »Positivism

usstreit in der deutschen Soziologie«

（1（6（

）, in GS.8

／「
序
論
」、
ア
ド
ル
ノ
／
ポ
パ
ー
ほ
か
『
社
会
科
学
の

論
理
』（
城
塚
登
・
浜
井
修
訳
）
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
九
年
、
所
収

Bem
erkungen über Politik und N

eurose

（1（54

）, in GS.8
Zum

 gegenw
ärtigen Stand der deutschen Soziologie

（1（5（

）, in 
GS.8

M
einungsforschung und Ö

ffentlichkeit

（1（64

）, in GS.8
Einleitung zum

 V
ortrag »Gesellschaft«

（1（66

）, in GS.8
A

dorno, et al.: T
he A

uthoritarian Personality

（1（50

）, in GS.（-1

／ 

ア
ド
ル
ノ
ほ
か
『
権
威
主
義
的
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』（
田
中
義
久
ほ
か
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東
京
経
済
大
学　

人
文
自
然
科
学
論
集　

第
一
四
五
号 

二
五

A
rneson, Richard J.: M

ill V
ersus Paternalism

, in G. W
. Sm

ith

（ed.

）, John Stuart M
illʼs Social and Political T

hought: Critical 
A

ssessm
ents, Routledge, V

ol.2, 1（（8
Benjam

in, W
alter: Ü

ber den Begriff der Geschichte, in W
alter 

Benjam
in G

esam
m

elte Schriften, Suhrkam
p, Bd. I-2, 1（（1

／「
歴

史
の
概
念
に
つ
い
て
」（
浅
井
健
二
郎
訳
）、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
Ⅰ
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
、
所
収

Bernstein, Jay M
.: A

dorno. D
isenchantm

ent and E
thics, Cam

-
bridge U

niversity Press, 2001
Berofsky, Bernard: A

utonom
y w

ithout Free W
ill, in Jam

es Sta-
cey T

aylor

（ed.

）, Personal A
utonom

y, Cam
bridge U

niversity 
Press, 2005 

Christm
an, John: Introduction, in　

Christm
an

（ed.

）, T
he Inner 

Citadel. E
ssays on Individual A

utonom
y, Echo Point Books &

 
M

edia, 1（8（/2014

　

―
　 Procedural A

utonom
y and Liberal Legitim

acy, in Personal 
A

utonom
y

　

―
　 A

utonom
y, in Roger Crisp

（ed.

）, T
he O

xford H
andbook of 

the H
istory of E

thics, O
xford U

niversity Press, 2013
Christm

an, John / A
nderson, Joel: Introduction, in Christm

an / 
A

nderson

（eds.

）, A
utonom

y and the Challenges to Liberalism
, 

Cam
bridge U

niversity Press, 2005
D

escartes, René: Les passions de lʼâm
e

（164（

）, in Œ
uvres de 

D
escartes, publiées par Ch. A

dam
 &

 P. T
annery, V

rin, t. 11 

／

『
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

D
w

orkin, Gerald: T
he T

heory and Practice of A
utonom

y, Cam
-

O
ntologie und D

ialektik

（1（60/61

）, hrsg. von T
iedem

ann, in N
S. 

IV
‒7

Philosophische T
erm

inologie

（1（62/63

）, hrsg. von H
enri Lonitz, 

in N
S. IV

-（
Problem

e 
der 

M
oralphilosophie

（1（63

）, hrsg. 
von 

T
hom

as 
Schröder, in N

S. IV
-10

／『
道
徳
哲
学
講
義
』（
船
戸
満
之
訳
）
作
品
社
、

二
〇
〇
六
年

Zur Lehre von der G
eschichte und von der Freiheit

（1（64/65

）, 
hrsg. von T

iedem
ann, in N

S. IV
-13

E
inleitung in die Soziologie

（1（68

）, hrsg. von Christoph Gödde, 
in N

S. IV
-15

／『
社
会
学
講
義
』（
河
原
理
ほ
か
訳
）
作
品
社
、
二
〇
〇

一
年

V
orlesung über N

egative D
ialektik. Fragm

ente zur V
orlesung 

1965/66, hrsg. von T
iedem

ann, in N
S. IV

-16

／『
否
定
弁
証
法
講

義
』（
細
見
和
之
ほ
か
訳
）
作
品
社
、
二
〇
〇
七
年

（
3
）
そ
の
他

E
rziehung zur M

ündigkeit: V
orträge und G

espräche m
it H

ellm
ut 

Becker 1959-1969, hrsg. von Gerd K
adelbach, Suhrkam

p

（T
aschenbuch

）, 1（71

［
＝EzM

.

］
／『
自
律
へ
の
教
育
』（
原
千
史
ほ

か
訳
）
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
一
年

Ⅱ
．
そ
れ
以
外
の
文
献

A
ristoteles: E

thica N
icom

achea, O
xford Classical T

exts, 18（4

／

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
朴
一
功
訳
）、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇

〇
二
年
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H
erbart, Johann Friedrich: G

espräche über das Böse, K
önigs-

berg, 1817
H

inske, N
orbert: K

ant als H
erausforderung an die G

egenw
art, 

A
lber, 1（80

／『
現
代
に
挑
む
カ
ン
ト
』（
石
川
文
康
ほ
か
訳
）
晃
洋
書
房
、

一
九
八
五
年

　

―
　 Eklektik, Selbstdenken, M

ündigkeit 

― drei verschiedene 
Form

ulierungen 
einer 

und 
derselben 

Program
m

idee, 
in 

A
ufklärung, Jahrgang 1, H

eft 1, 1（86, hrsg. von H
inske, E

klek-
tik, Selbstdenken, M

ündigkeit, Felix M
einer

H
onneth, A

xel: D
as A

ndere der G
erechtigkeit, Suhrkam

p, 2000

／

『
正
義
の
他
者
』（
加
藤
泰
史
ほ
か
訳
）、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
五

年

H
um

e, D
avid: A

 T
reatise of H

um
an N

ature

（173（-40

）, O
xford 

U
niversity Press, 1（78

／『
人
間
本
性
論
』（
木
曾
好
能
ほ
か
訳
）
法
政

大
学
出
版
局
、
全
三
巻
、
一
九
九
五-

二
〇
一
二
年

K
ant, Im

m
anuel: Beantw

ortung der Frage: W
as ist A

ufklärung?

（1784

）, in K
antʼs gesam

m
elte Schriften, hrsg. von der K

önig-
lich Preußischen A

kadem
ie der W

issenschaften, Bd. V
III

／「
啓

蒙
と
は
何
か
」（
福
田
喜
一
郎
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』
岩
波
書
店
、
第
一

四
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収

　

―
　 G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten

（1785

）, in K
antʼs 

gesam
m

elte Schriften, Bd. IV

／『
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
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収

　

―
　 K

ritik der praktischen V
ernunft

（1788

）, in K
antʼs gesam

-
m

elte 
Schriften, 

Bd. 
V

／『
実
践
理
性
批
判
』（
坂
部
恵
・
伊
古
田
理

訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
七
巻
、
所
収

　

―
　 D

ie M
etaphysik der Sitten

（17（7

）, in K
antʼs gesam

m
elte 

bridge U
niversity Press, 1（88

Figal, Günter: M
artin H

eidegger. Phänom
enologie der Freiheit, 

M
ohr Siebeck, 3. A

uflage, 2013
Früchtl, Josef: M

im
esis. K

onstellation eines Zentralbegriffs bei 
A

dorno, K
önigshausen + N

eum
ann, 1（86

Gebauer, Gunter / W
ulf, Christoph: M

im
esis. K

ultur-K
unst-G

e-
sellschaft, Row

ohlt, 2. A
uflage, 1（（8 

Günter, K
laus: Freiheit. Zur M

etakritik der praktischen V
er-

nunft I: D
ialektik der A

ufklälung in der Idee der Freiheit, in 
A

xel H
onneth / Christoph M

enke

（H
rsg.

）, T
heodor W

. A
dor-

no. N
egative D

ialektik, A
kadem

ie V
erlag, 2006

H
aberm

as, Jürgen: D
er philosophische D

iskurs der M
oderne, 

Suhrkam
p, 1（85

／『
近
代
の
哲
学
的
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
』（
三
島
憲
一
ほ
か

訳
）
岩
波
書
店
、
全
二
巻
、
一
九
九
〇
年

H
egel, G. W

. F.: D
er Geist des Christentum

s und sein Schicksal

（17（8-1800

）, in W
erke in zw

anzig Bänden, Suhrkam
p, Bd.1

／

『
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

H
eidegger, M

artin: D
er U

rsprung des K
unstw

erkes

（1（35/36

）, 
in G

esam
tausgabe, V

ittorio K
losterm

ann, Bd. 5, H
olzw

ege, 1（77

／『
芸
術
作
品
の
根
源
』（
関
口
浩
訳
）
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年

　

―
　 Zur Erörterung der Gelassenheit. A

us einem
 Feldw

eg-
gespräch über das D

enken

（1（44/45

）, in G
esam

tausgabe, Bd. 
13, A

us der E
rfahrung des D

enkens, 1（83

／「
そ
の
ま
ま
と
謂
う
こ

と
の
所
在
究
明
に
向
か
っ
て
［
放
下
の
論
究
の
た
め
に
］」（
東
専
一
郎

訳
）、『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』
創
文
社
、
第
一
三
巻
、
一
九
九
四
年
、
所

収
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東
京
経
済
大
学　

人
文
自
然
科
学
論
集　

第
一
四
五
号 

二
七

M
erleau-Ponty, M

aurice: Phénom
énologie de la perception, Galli-

m
ard, 1（45

／『
知
覚
の
現
象
学
』（
竹
内
芳
郎
ほ
か
訳
）
み
す
ず
書
房
、

全
二
巻
、
一
九
六
七-

七
四
年

M
ill, John Stuart: O

n Liberty

（185（

）, in U
tilitarianism

 and O
n 

Liberty, Blackw
ell, 2003

／『
自
由
論
』（
塩
尻
公
明
・
木
村
健
康
訳
）

岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年

M
örchen, H

erm
ann: A

dorno und H
eidegger. U

ntersuchung einer 
philosophischen 

K
om

m
unikationsverw

eigerung, 
K

lett-Cotta, 
1（81

N
ietzsche, Friedrich: K

ritische Studienausgabe, hrsg. von G. Colli 
/ M

. M
ontinari, de Gruyter, N

euausgabe, Bd. 12 

（
／『
権
力
へ
の

意
志
』（
原
佑
訳
）
上
・
下
、『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
第

一
二
・
一
三
巻
、
一
九
九
三
年
、
対
応
箇
所
〔
部
分
〕
所
収
）

N
unberg, H

erm
ann: Ichstärke und Ichschw

äche, in Internatio-
nale Zeitschrift für Psychoanalyse und Im

ago, Bd. 24, 1（3（
O

ʼConnor, Brian: A
dorno, Routledge, 2013

Reinhold, K
arl Leonhard: Briefe über die K

antische Philosophie, 
Bd. 2, Leipzig, 17（2

Rousseau, Jean-Jacques: D
u Contrat social

（1762

）, Gallim
ard, 

1（64

／『
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

O
shana, M

arina A
. L.: A

utonom
y and Free A

gency, in Personal 
A

utonom
y

Pohlm
ann, Rosem

arie: A
utonom

ie, in Joachim
 Ritter

（H
rsg.

）, 
H

istorisches W
örterbuch der Philosophie, Schw

abe, Bd. 1, 1（71
Sartre, Jean-Paul: Lʼêtre et le néant, Gallim

ard, 1（43

／『
存
在
と
無
』

（
松
浪
信
三
郎
訳
）　

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
第
Ⅰ-

Ⅲ
巻
、
二
〇
〇
七-

〇

Schriften, Bd. V
I

／『
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

　

―
　 A

nthropologie in pragm
atischer H

insicht

（17（8

）, in K
antʼs 

gesam
m

elte Schriften, Bd. V
II

／『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』

（
渋
谷
治
美
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
一
五
巻
、
二
〇
〇
三
年

K
ern, A

ndrea: Freiheit zum
 O

bjekt. Eine K
ritik der A

porie des 
Erkennens, 

in 
H

onneth

（H
rsg.

）, D
ialektik 

der 
Freiheit, 

Suhrkam
p, 2005

K
orsgaard, Christine M

.
（w

ith G. A
. Cohen et al.; ed. by O

nora 
O

ʼN
eill

）: T
he Sources of N

orm
ativity, Cam

bridge U
niversity 

Press, 1（（6

／『
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

Lacan, Jacques: É
crits, Éditions du Seuil, 1（66

／『
エ
ク
リ
』（
宮
本

忠
雄
ほ
か
訳
）
弘
文
堂
、
全
三
巻
、
一
九
七
二-
八
一
年

Locke, 
John: 

A
n 

E
ssay 

concerning 
H

um
an 

U
nderstanding

（168（

）, O
xford U

niversity Press, 1（7（

／『
人
間
知
性
論
』（
大
槻
春

彦
訳
）
岩
波
文
庫
、
全
四
巻
、
一
九
七
二-

七
七
年

M
ackenzie, Catriona / Stoljar, N

atalie: Introduction. A
utonom

y 
Refigured, in M

ackenzie / Stoljar

（eds.

）, R
elational A

utono-
m

y, O
xford U

niversity Press, 2000
M

arx, K
arl: T

hesen über Feuerbach

（1845

）, in K
arl M

arx - 
Friedrich E

ngels W
erke, D

ietz V
erlag, Bd. 3, 1（58

／「
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

M
enke, Christoph: Freiheit. Zur M

etakritik der praktischen 
V

ernunft II: K
ritik der „abstrakten M

oralität

“, in T
heodor W

. 
A

dorno. N
egative D

ialektik



　
〈
開
か
れ
る
こ
と
〉
と
し
て
の
自
律 

二
八

  7（  

「
思
惟
の
自
己
反
省
」
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
」、『
人
文
自
然
科
学
論
集
』

（
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
研
究
会
編
）
第
一
〇
九
号
、
二
〇
〇
〇

年
、
所
収

　

―
　

「
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
、
所
収

ア
リ
ソ
ン
、
ヘ
ン
リ
ー
・
Ｅ
．『
カ
ン
ト
の
自
由
論
』（
城
戸
淳
訳
）、
法
政

大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年

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

ウ
ォ
ー
リ
ン
、
リ
チ
ャ
ー
ド
『
存
在
の
政
治
　

―
　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ

ー
の
政
治
思
想
』（
小
野
紀
明
ほ
か
訳
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年

宇
都
宮
芳
明
『
カ
ン
ト
の
啓
蒙
精
神
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年

シ
ュ
ナ
イ
ウ
ィ
ン
ド
、
Ｊ
・
Ｂ
．『
自
律
の
創
成
』（
田
中
秀
夫
監
訳
）、
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年

立
岩
真
也
『
弱
く
あ
る
自
由
へ
』
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号17H

02260

）
に
も
と
づ
く
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

八
年

Schütz, A
lfred: D

er sinnhafte A
ufbau der sozialen W

elt

（1（32

）, 
Suhrkam

p

（T
aschenbuch

）, 2016

／『
社
会
的
世
界
の
意
味
構
成
』

（
佐
藤
嘉
一
訳
）
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年

Schw
eppenhäuser, Gerhard: E

thik nach A
uschw

itz. A
dornos 

negative M
oralphilosophie, 2., überarbeitete A

uflage, Springer, 
2016

Seel, M
artin: V

ersuch über die Form
 des G

lücks. Studien zur 
E

thik, Suhrkam
p, 1（（（

／『
幸
福
の
形
式
に
関
す
る
試
論
』（
高
畑
祐
人

訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
八
年

Som
m

er, M
anfred: M

ündigkeit, in H
istorisches W

örterbuch der 
Philosophie, Bd. 6, 1（84

Spaem
ann, Robert: A

utonom
ie, M

ündigkeit, Em
anzipation. Zur 

Ideologisierung 
von 

Rechtsbegriffen, 
in 

E
rziehungsw

issen-
schaft, hrsg. von Siegfried O

ppolzer, A
lois H

enn V
erlag, 1（71

Stoljor, N
atalie: A

utonom
y and the Fem

inist Intuition, in R
ela-

tional A
utonom

y
T

heunissen, M
ichael: K

ritische T
heorie der G

esellschaft. Zw
ei 

Studien, W
alter de Gruyter, 2. A

uflage, 1（81
T

hyen, A
nke: N

egative D
ialektik und E

rfahrung. Zur R
ationa-

lität des N
ichtidentischen bei A

dorno, Suhrkam
p, 1（8（ 

W
olff, Christian: V

ernünftige G
edanken von dem

 gesellschaftli-
chen Leben der M

enschen und insonderheit dem
 gem

einen 
W

esen

（1721

）, die sechste A
uflage, Franckfurt und Leibzig, 

1747

麻
生
博
之
「「
非
同
一
的
な
も
の
」
へ
の
自
由
　

―
　

ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る


