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も
確
認
し
た
よ
う
に
、）
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
由
は
あ
く
ま
で
政
治
的
な

も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
政
治
的
自
由
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

複
数
の
人
び
と
の
間
の
関
係
、
複
数
性
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
相
互

的
・
共
同
的
な
行
為
の
あ
り
方
を
意
味
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。「
自

由
は
複
数
性
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
」（D

T
.�223:�I-287

）、
あ
る
い

は
「
自
由
は
政
治
に
固
有
の
間
の
領
域
（Zw

ischen-Bereich

）
に
お
い
て

の
み
存
在
す
る
」（W

P.�12:�6�

）
の
で
あ
（
1
（
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
か
ぎ
り
、
自
由
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
は
、
い
わ

ば
深
刻
な
不
整
合
さ
が
伴
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー

レ
ン
ト
の
視
点
に
と
っ
て
い
ず
れ
も
自
由
の
核
心
を
な
す
は
ず
の
そ
れ
ら
二

つ
の
自
由
、
自
発
性
の
自
由
と
政
治
的
自
由
は
、
と
り
わ
け
複
数
性
と
の
関

連
に
お
け
る
そ
の
成
り
立
ち
に
か
ん
し
て
、
決
定
的
に
相
容
れ
ず
、
対
立
さ

え
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
政
治
的
自
由

は
、
人
間
の
複
数
性
の
領
域
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
」（LM

.�
2-200:�

II-239
）
の
に
対
し
、
自
発
性
の
自
由
は
、
唯
一
的
な
個
体
性
に
こ
そ
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
、（
第
二
節
で
見
た
ア
ー
レ

ン
ト
の
言
葉
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、）
孤
立
し
た
個
人
に
お
い
て
も
成
り
立

一　

は
じ
め
に

二　

政
治
的
自
由
と
自
発
性
の
自
由

三　

予
測
・
予
見
の
不
可
能
性

四　

出
生
性
と
唯
一
性

五　

複
数
性
と
い
う
前
提　
　
〔
以
下
、
本
号
〕

六　

呼
応
と
し
て
の
自
発
性

七　

結
び
に
か
え
て

五　

複
数
性
と
い
う
前
提

（
1
）
自
由
と
複
数
性

　

前
節
で
少
し
た
ち
入
っ
て
確
認
し
た
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
自
由
の
源

泉
と
み
な
す
自
発
性
は
、
出
生
性
に
根
ざ
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
自
発
性
の
自
由
、
予
見
さ
れ
え
な
い
新
た
な
も
の
を
始
め
る
自
由

は
、
誰
も
が
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
各
人
の
唯
一
的
な
個

体
性
の
も
と
に
こ
そ
、
そ
の
根
拠
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
そ
の
一
方
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
あ
っ
て
は
ま
た
、（
第
二
節
で
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に
照
応
す
る
の
で
あ
る
。（V

A
.�215:�219

）

　

既
存
の
共
同
世
界
、
先
立
っ
て
存
在
す
る
人
び
と
の
世
界
へ
と
、
行
為
に

お
い
て
参
入
す
る
こ
と
―
た
と
え
ば
他
者
に
呼
び
か
け
語
り
か
け
る
こ
と

―
は
、
た
と
え
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
れ
、
何
が
し
か
の
新
た
な
こ
と
を
既

存
の
世
界
に
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
誰
に
と
っ
て
も
不
可

避
的
な
そ
う
し
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
、
新
た
な
何
か
を
始
め
る
と
い
う
こ
と

は
、
た
だ
し
「
私
た
ち
が
仲
間
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
他
者
た
ち
の
現
前

（die�A
nw

esenheit�von�A
nderen

）」
を
動
因
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

他
者
た
ち
が
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ヴ
に
と
っ
て
、「
個
々
の
場
合
に
は
い
ず
れ
も
刺
激
と
し
て
働
く

（als�ein�Stim
ulans�w

irken

）
か
も
し
れ
な
い
」。
し
か
し
「
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ヴ
そ
の
も
の
」
は
、
他
者
た
ち
の
現
前
―
政
治
的
自
由
は
そ
れ
に
ま

っ
た
く
依
拠
し
て
い
る
（cf.�W

P.�98:�83,�ibid.�50:�4�0

）
―
に
よ
っ
て
、

「
条
件
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
」（nicht�bedingt�sein

）。
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ヴ
の
動
因
は
む
し
ろ
、「
こ
の
世
界
に
私
た
ち
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
た
始
ま
り
」
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
は
出
生
性
の
う
ち
に
こ
そ
存
し
て
い

る
と
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
を
あ
ら
た
め
て
ふ
ま
え
て
み
て
も
、
自
発

性
の
自
由
と
政
治
的
自
由
と
の
間
に
埋
め
が
た
い
隔
た
り
が
存
し
て
い
る
こ

と
は
、
や
は
り
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
発
性
の
自
由
は
そ
の

も
の
と
し
て
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
条
件
と
し
て
お
ら
ず
、
複
数
性
と
は

無
関
係
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
じ
つ
は
な
お
性
急
な
も
の
と
い
わ

ち
う
る
「
前0

政
治
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
複
数
性
を
不
可
欠
の
条

件
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
治
的
自
由
と
は

相
容
れ
な
い
そ
う
し
た
自
発
性
の
自
由
の
あ
り
方
は
、
た
と
え
ば
「
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ヴ
」（initiative:�

Initiative

）
と
い
う
こ
と
が
ら
を
め
ぐ
る
『
人

間
の
条
件
』
独
語
版
（『
活
動
的
生
』）
の
次
の
一
節
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
あ
っ
て
「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
と

は
お
お
む
ね
、
新
し
い
何
か
を
「
始
め
る
こ
と
」
を
意
味
（
2
（
し
、
そ
れ
ゆ
え
自

発
性
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
「
動
因
」

（A
ntrieb

）
を
め
ぐ
り
、
そ
こ
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

語
り
、
行
為
し
つ
つ
、
私
た
ち
は
人
び
と
の
世
界
へ
、
つ
ま
り
私
た
ち

が
そ
の
う
ち
に
生
ま
れ
る
前
か
ら
現
存
し
て
い
た
人
び
と
の
世
界
へ
と

参
入
す
る
。〔
…
…
〕
い
か
な
る
者
も
こ
の
最
小
限
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ヴ
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
は
し
か

し
、
労
働
の
よ
う
に
何
ら
か
の
必
然
性
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
る
の
で
は

な
い
し
、
ま
た
成
果
と
い
う
動
因
や
有
用
さ
の
見
込
み
に
よ
っ
て
い
わ

ば
誘
い
出
さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
私
た
ち
が
仲
間
に
加
わ
ろ
う
と
す
る

他
者
た
ち
の
現
前
は
、
個
々
の
場
合
に
は
い
ず
れ
も
刺
激
と
し
て
働
く

か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
そ
の
も
の
は
、
そ
う
し

た
他
者
た
ち
の
現
前
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
動

因
は
む
し
ろ
、
始
ま
り
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
こ
の
世
界
に
私

た
ち
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
始
ま
り
の
う
ち
に
存
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
も
と

づ
い
て
新
し
い
何
か
を
み
ず
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
始
ま
り
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治
的
自
由
と
は
少
し
異
な
る
意
味
に
お
い
て
―
や
は
り
複
数
性
を
前
提
と

し
、
他
者
た
ち
の
間
で
こ
そ
可
能
に
な
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
こ
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、
人
間
の
「
生
」
そ
の
も
の
を
複

数
性
と
不
可
分
の
も
の
と
み
な
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
そ
く
し
て
確
認
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
『
人
間
の
条
件
』
独
語
版
の
冒
頭
部
に
近

い
箇
所
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
人
間
の
生
に
つ
い
て
端
的
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

人
間
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
―
ラ
テ
ン
語
、
す
な

わ
ち
お
そ
ら
く
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
な
か
で
も
っ
と
も
徹
底
し
て
政

治
的
な
民
族
の
言
語
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
―
「
人
び
と
の
間
に
あ

る
こ
と
」（inter�hom

ines�esse

）
に
等
し
く
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、

「
人
び
と
の
間
に
あ
る
の
を
や
め
る
こ
と
」（desinere�

inter�
hom

i-
nes�esse

）
に
等
し
い
。（V

A
.�17:�1�2

）

　

他
の
テ
ク
ス
ト
で
も
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て

「
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
」（Leben

）
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
人
び
と

の
間
に
あ
る
こ
と
」（unter�

M
enschen�

w
eilen

）
を
意
味
す
る
（cf.�

ibid.�31:�28,�BPF.�73:�97,�RJ.�165:�215

）。
あ
る
い
は
、
人
間
が
生
き
る

と
は
、
あ
く
ま
で
「
複
数
性
に
お
い
て
」
そ
う
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

（cf.�D
T

.�460:�II-15

）。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
発
性
は
や
は
り
、

と
も
か
く
も
複
数
性
を
前
提
し
た
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
あ
っ
て
自
発
性
は
、
す
で
に
確
認

し
た
と
お
り
「
人
間
の
条
件
」
の
一
部
を
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
人
間
の

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考

の
実
質
を
十
分
に
捉
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
す
で
に
簡
単
に
予
示
し
た
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
を

慎
重
に
検
討
し
て
み
る
な
ら
、
む
し
ろ
自
発
性
の
自
由
そ
の
も
の
に
と
っ
て

も
複
数
性
が
あ
る
種
の
不
可
欠
の
前
提
を
な
し
、
自
発
性
と
い
う
こ
と
が
ら

自
体
が
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
と
し
て

（
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
）
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
う
る
た
め
で
あ

る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
ク
ス

ト
を
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
そ
う
し
た
理
解
が
可
能
に
な
る
の
か
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
不
分
明
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
自
発
性
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う

な
意
味
で
複
数
性
と
関
連
し
、
そ
の
内
実
が
い
か
な
る
も
の
と
な
り
う
る
の

か
、
そ
の
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
で
は
ま
ず
、
自
発
性
の
自
由
に

と
っ
て
も
、
じ
つ
は
複
数
性
が
い
わ
ば
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
い
く
つ
か
の
点
に
そ
く
し
て
確
認
し
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
た
（
3
（
い
。

（
2
）
複
数
性
と
「
ひ
と
り
」
で
あ
る
こ
と

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
と
っ
て
、
自
発
性
の
自
由
を
担
保
す
る
根
拠
は
、

ま
ず
は
何
よ
り
も
出
生
性
の
も
と
に
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
唯
一
的
な
個
体
性

の
も
と
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
し
か
し
、
自
発
性
が
複
数
性

と
無
関
係
な
も
の
、
あ
る
い
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
の
も
と
で
は
む
し
ろ
、（
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
直
接
明
示
さ
れ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
と
し
て
も
、）

自
発
性
の
自
由
、
つ
ま
り
新
た
な
何
か
を
始
め
う
る
と
い
う
自
由
は
―
政
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る
（O

T
.�625f.:�III-321,�cf.�EU

.�728:�III-298

）。
次
に
、「
孤
立
」
と
は

と
り
わ
け
、
ひ
と
り
で
何
ご
と
か
に
う
ち
込
ん
で
い
る
あ
り
よ
う
、
つ
ま
り

他
者
と
の
関
わ
り
か
ら
離
れ
て
「
自
分
の
仕
事
に
没
頭
す
る
」（V

A
.�

265:�
273

）
よ
う
な
活
動
の
あ
り
方
を
指
す
。
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
な
る
の
は
、

（
第
二
節
で
言
及
し
た
）「
制
作
」
に
と
り
く
む
者
、
た
と
え
ば
芸
術
作
品
の

創
作
に
傾
注
す
る
者
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
（cf.�

O
T

.�
623f.:�

319,�
BPF.�

255:�354f.

）。

　

孤
独
と
孤
立
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
あ
り
方
は
、
た
し
か
に
さ
し
あ
た
っ

て
は
、
ど
ち
ら
も
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
に
あ
た
る
。
し
か
し
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
じ
つ
は
複
数
性
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
複
数
性
の

0

0

0

0

あ
り
方
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
る
（cf.�

D
T

.�
461f.:�II-15f.

）。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
孤
独
と
は
、
い
わ
ば
私
が
「
私
自
身
と

共
に
」（together�w

ith�m
y�self

）
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
―
ア
ー
レ

ン
ト
が
し
ば
し
ば
用
い
る
言
い
方
に
そ
く
し
て
い
え
ば
―
「
ひ
と
り
の
う

ち
な
る
二
者
」（tw

o-in-one

）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
（O

T
.�

625:�
III-

321

）、
だ
か
ら
「
孤
独
に
お
い
て
私
は
、
じ
つ
は
け
っ
し
て
ひ
と
り
で
は
な

い
」（EU

.�728:�III-298

）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
（
5
（
る
。
そ
し
て

ま
た
、
孤
立
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
制
作
は
、「
事
物
の
世
界
」

と
結
び
つ
き
、
た
え
ず
「
接
触
を
保
っ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
（V

A
.�

265:�
273,�O

T
.�624:�III-319

）、
じ
つ
は
「
い
つ
で
も
間
接
的
に

0

0

0

0

政
治
的
（ver

m
ittelt�politisch

）
で
あ
る
」（D

T
.�374:�I-473

）
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ

か
ら
で
あ
る
。
制
作
が
か
か
わ
る
事
物
の
世
界
は
、「
人
間
の
手
に
な
る
も

の
（the�hum

an�artifice

）
と
し
て
の
世
界
」（O

T
.�624:�III-319

）
で

も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
他
者
た
ち
の
現
実
存
在
」
を
明
白
に
「
証
し
立
て
て

「
生
」
そ
の
も
の
と
た
だ
ち
に
「
結
び
つ
い
て
い
る
」
も
の
と
把
握
さ
れ
て

い
る
た
め
で
あ
る
（EU

.�677:�III-231f.

）。
予
見
さ
れ
え
な
い
新
た
な
こ

と
を
始
め
う
る
人
間
の
生
は
、
ま
さ
に
人
び
と
の
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
こ
そ
成
り
立
つ
―
ま
ず
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
み
な

し
う
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
し
て
自
発
性
の
自
由
と
複
数
性
と
の
関
連
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
ア

ー
レ
ン
ト
の
視
点
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
別
の
理
路
に
そ
く
し
て
も
見
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
複
数
性

か
ら
切
断
さ
れ
た
あ
り
方
―
「
反0

政
治
的
」
な
あ
り
方
―
に
お
い
て
は

自
発
性
も
ま
た
消
失
す
る
と
み
な
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
で
あ
る
。
そ
の
仔

細
に
つ
い
て
は
、
た
だ
し
順
を
追
っ
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
は
、

い
わ
ば
「
ひ
と
り
」（alone:�allein

）
で
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト

独
特
の
視
点
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
複
数
性
か
ら
切
断
さ
れ
た
あ
り
方
を
め

ぐ
る
そ
の
思
考
の
要
点
を
お
さ
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

孤
独
や
孤
立
と
い
っ
た
「
ひ
と
り
」
で
あ
る
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ

ン
ト
は
（
そ
の
読
者
に
は
こ
の
点
も
周
知
の
と
お
り
）、
随
所
で
立
ち
入
っ

た
考
察
を
行
っ
て
お
り
、
お
も
に
三
つ
の
あ
り
方
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
孤
独
」（solitude:�

Einsam
keit

）、「
孤
立
」（isolation:�

Isoliertheit

）、「
孤
絶
」
も
し
く
は
「
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方
」（loneli-�

ness:�V
erlassenheit

）
で
あ
（
4
（
る
。

　

ま
ず
「
孤
独
」
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
ひ
と
り
で
自
分
自
身
と
向
き
あ

っ
て
い
る
あ
り
よ
う
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
私
と
私
自
身
と
の
交
わ

り
」（BPF.�157:�214

）
と
い
う
か
た
ち
で
、
あ
る
い
は
「
私
と
私
自
身
と

の
対
話
」
と
し
て
「
思
考
」
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
な
あ
り
方
が
そ
の
典
型
と
な
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た
だ
や
み
く
も
に
生
存
の
維
持
と
再
生
産
へ
と
向
か
う
よ
う
な
生
の
あ
り
方

と
い
え
る
。

　
「
本
当
に
ひ
と
り
で
あ
る
」
こ
と
と
し
て
の
こ
の
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方

は
、
と
は
い
え
、
他
者
た
ち
の
実
際
的
な
不
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
た
と
え
ば
「
群
衆
（crow

d

）
の
た
だ
な
か
で
も
私

た
ち
を
圧
倒
す
る
こ
と
の
あ
る
」
よ
う
な
「
悪
夢
」（RJ.�96:�117

）
で
あ

る
。
た
と
え
ひ
し
め
き
あ
う
無
数
の
人
び
と
に
と
り
囲
ま
れ
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
的
な
諸
個
人
相
互
の
関
わ
り
が
、
あ
る
い
は
複

数
性
が
成
立
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
ひ
と
は
い
っ
そ
う
深
刻
に
「
ひ
と
り
」

で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
現
代
の
大
衆
社
会

（M
assengesellschaft

）」
に
お
い
て
は

―
現
代
の
「
大
衆
」
と
は
、
ば

ら
ば
ら
に
「
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
」
個
人
、
そ
し
て
他
の
誰
と
で
も
「
と
り
換

え
の
き
く
」
個
人
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
（EU

.�510ff.:�III-19ff.,�
ibid.�

566:�
8�8

）
―
、
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方
は
「
大
衆
現
象
」（V

A
.�

73:�7�3

）、
あ
る
い
は
大
衆
の
「
日
常
的
経
験
」（O

T
.�627:�III-323

）
と
な

っ
て
も
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
大
衆
社
会
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
見

捨
て
ら
れ
た
あ
り
方
が
、
よ
り
徹
底
し
た
か
た
ち
で
、
い
わ
ば
意
図
的
・
組

織
的
に
つ
く
り
だ
さ
れ
る
の
は
、
全
体
主
義
の
支
配
体
制
に
お
い
て
で
あ
る
。

独
語
版
『
全
体
主
義
の
起
原
』
の
最
終
章
で
は
、
た
と
え
ば
こ
う
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

テ
ロ
ル
の
も
た
ら
す
複
数
性
の
破
壊
は
、
各
々
の
個
人
の
う
ち
に
、
す

べ
て
の
ひ
と
か
ら
完
全
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
を
残
す
。

〔
…
…
〕
全
体
主
義
的
支
配
に
お
い
て
政
治
的
に
実
現
さ
れ
る
人
間
共

い
る
」（V

A
.�265:�273

）。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
制
作
は
一
方
で
、
事
物
の

世
界
と
の
か
か
わ
り
を
介
し
て
、
同
時
に
ま
た
人
び
と
の
間
で
、
あ
る
い
は

複
数
性
の
う
ち
で
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
で
は
そ
の

成
果
と
し
て
の
作
品
、
な
い
し
生
産
物
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
複
数
性
の
世
界
、

共
同
世
界
に
対
し
て
開
示
し
、
ま
た
「
つ
け
加
え
る
」（D

T
.�374:�I-473f.

）

こ
と
に
な
る
の
で
あ
（
6
（

る
。
孤
立
し
た
あ
り
方
で
「
制
作
す
る
人
」
は
、
少
な

く
と
も
「
間
接
的
な
し
か
た
で
」、
ま
さ
に
「
人
び
と
の
相
互
共
存
と
か
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
」（V

A
.�265:�273

）。

　

こ
う
し
た
孤
独
と
孤
立
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
、
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
の

三
つ
目
の
あ
り
方
、「
孤
絶
」
な
い
し
「
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方
」
は
、
端

的
に
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
本
当
に
ひ
と
り
で
あ
る
」（w

irk-�
lich�allein�sein

）
こ
と
（EU

.�729:�III-299
、cf.�O

T
.�625:�321

）
を
意

味
す
る
。
そ
れ
は
、
他
の
人
び
と
か
ら
も
、
ま
た
事
物
の
世
界
か
ら
も
、
そ

し
て
自
分
自
身
か
ら
も
「
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
」（verlassen�sein

）
と
い

う
こ
と
で
あ
り
（cf.�EU

.�729:�III-299

）、
複
数
性
か
ら
ま
っ
た
く
切
断

さ
れ
、
い
わ
ば
そ
れ
と
対
立
す
る
「
反0

政
治
的
」（antipolitisch
）
な
あ
り

よ
う
で
あ
る
（cf.�V

A
.�270:�278,�ibid.�273:�280,�D

T
.�460:�II-15

）。
そ

し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
そ
の
典
型
と
な
る
あ
り
方
を
と
り
わ
け
、
活
動
の
三

区
分
に
お
け
る
「
労
働
」
の
も
と
に
見
い
だ
す
。「
労
働
に
あ
っ
て
」
ひ
と

は
、「
共
同
世
界
と
事
物
の
世
界
か
ら
見
捨
て
ら
れ
、
自
ら
の
肉
体
に
投
げ

返
さ
れ
て
、
自
ら
の
生
命
を
保
持
す
る
と
い
う
む
き
だ
し
の
必
然
性
に
隷
属

し
て
い
る
」（V

A
.�270:�278

）。
そ
れ
は
、
他
の
人
び
と
と
の
相
互
的
・
共

同
的
な
行
為
に
参
与
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
制
作
に
う
ち
込
み
事
物
と
向
き

あ
う
こ
と
も
、
思
考
に
お
い
て
自
分
自
身
と
対
話
を
重
ね
る
こ
と
も
な
く
、
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あ
い
、
い
わ
ば
そ
の
前
提
と
も
な
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
（
8
（
る
。

　
（
す
で
に
第
三
節
の
な
か
で
確
認
し
た
よ
う
に
、）
全
体
主
義
の
支
配
が
目

論
む
の
は
、
わ
け
て
も
自
発
性
の
自
由
の
除
去
、
つ
ま
り
予
見
さ
れ
え
な
い

新
た
な
何
か
を
始
め
る
自
由
を
根
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
か
ば
そ
の
こ

と
の
前
提
と
し
て
、
全
体
主
義
的
支
配
は
複
数
性
を
破
壊
す
る
。
す
な
わ
ち
、

各
人
を
他
者
た
ち
と
の
多
様
な
関
わ
り
か
ら
切
断
し
て
、
見
捨
て
ら
れ
た
あ

り
方
へ
と
追
い
や
り
、
や
み
く
も
に
生
を
継
続
す
る
こ
と
に
向
か
わ
せ
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
―
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
そ
く
し
て
も
う
少
し
実
質

的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
と
す
れ
ば
―
、
ひ
と
は
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り

方
に
お
い
て
、
他
者
た
ち
と
も
世
界
と
も
「
接
触
」
を
失
い
、
関
わ
り
を
欠

く
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
種
の
強
迫
的
な
「
演
繹
的
思
考
」
へ
と
、

つ
ま
り
与
え
ら
れ
た
前
提
に
隷
属
し
て
い
わ
ば
自
動
的
に
進
行
す
る
よ
う
な

思
考
へ
と
陥
る
こ
と
に
な
る
が
（cf.�EU

.�722:�III-290f.,�ibid.�727f.:�III-
297f.

）、
そ
の
こ
と
は
、
ひ
と
が
自
発
性
を
奪
わ
れ
て
、
予
見
可
能
な
反
応

を
行
う
だ
け
の
「
反
応
の
束
」
へ
と
縮
減
さ
れ
る
事
態
に
連
な
る
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
複
数
性
か
ら
切
断
さ
れ
た

あ
り
方
に
お
い
て
は
自
発
性
も
ま
た
消
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
に
、
少
し
前
に
人
間
の
「
生
」
を
め
ぐ
る
論
点
に
そ
く
し
て
と
り
急
ぎ

見
て
お
い
た
と
お
り
、
自
発
性
の
自
由
は
、
や
は
り
複
数
性
を
前
提
と
し
、

他
者
た
ち
の
間
で
こ
そ
可
能
に
な
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
し
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
あ
っ
て
、
自
発
性
は
何
よ
り
も
出
生
性

存
の
根
本
経
験
は
、
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
経
験
で
あ
る
。（EU

.�
727:�III-297

）

　
「
テ
ロ
ル
」、
す
な
わ
ち
「
全
体
主
義
的
支
配
の
固
有
の
本
質
」（EU

.�710:��
III-277

）
を
な
す
全
面
化
さ
れ
た
暴
（
7
（
力
は
、「
複
数
性
の
破
壊
」
を
遂
行
す

る
。
い
い
か
え
る
な
ら
、「
全
体
的
テ
ロ
ル
の
強
制
」
は
多
様
な
人
び
と
の

間
の
関
係
を
解
体
し
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
相
互
の
差
異
を
抹
消
し
て
、「
多

く
の
人
間
た
ち
か
ら
ひ
と
り
の

0

0

0

0

人
間
を
つ
く
る
」
こ
と
、
も
し
く
は
「
人
間

た
ち
を
圧
縮
し
て
群
衆
（M

asse
）
に
す
る
」
こ
と
を
お
し
進
め
る
（EU

.�
723:�III-292

）。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
全
体
主
義
の
暴
力
的
支
配
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
人
間
の
「
根
本
経
験
」
こ
そ
、「
見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の

経
験
」
で
あ
る
。
複
数
性
が
破
壊
さ
れ
、
人
び
と
が
互
い
に
交
換
可
能
な
ア

ト
ム
の
集
合
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
き
、
各
人
は
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
、

他
者
た
ち
と
の
関
わ
り
か
ら
切
断
さ
れ
、「
す
べ
て
の
ひ
と
か
ら
完
全
に
見

捨
て
ら
れ
て
い
る
」
あ
り
よ
う
の
う
ち
に
投
げ
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

（
3
）
自
発
性
の
前
提
と
し
て
の
複
数
性

　

見
捨
て
ら
れ
た
あ
り
方
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
と
こ
ろ
で
、
こ

こ
で
の
主
題
、
す
な
わ
ち
自
発
性
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
ら
と
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
と
み
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
い
ま
も

注
意
を
向
け
た
全
体
主
義
の
支
配
の
あ
り
方
に
か
ん
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
視

点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
複

数
性
の
破
壊
と
い
う
事
態
は
、
自
発
性
の
根
絶
と
い
う
こ
と
が
ら
と
重
な
り
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―
あ
り
よ
う
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
個
人
が
「
他
者
た
ち
か
ら
見
放
さ

れ
、
切
断
さ
れ
る
」
と
き
に
は
じ
め
て
生
起
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い

（ibid.

）。

　

自
発
性
の
自
由
の
成
り
立
ち
は
、
こ
う
し
て
複
数
性
と
対
立
す
る
ど
こ
ろ

か
、
む
し
ろ
複
数
性
を
前
提
と
し
、
他
者
た
ち
の
間
で
こ
そ
可
能
と
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
と
は

い
え
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
、
な
お
も
半
面
に
す
ぎ
な
い
。

唯
一
的
な
個
体
性
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
は
ず
の
自
発
性
は
、
そ
も
そ
も
ど

の
よ
う
な
意
味
で
複
数
性
と
関
連
し
、
そ
し
て
そ
の
内
実
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
複
数
性
を
前
提
と
す
る
自
発
性
の
成
り
立
ち
そ

の
も
の
を
め
ぐ
り
、
節
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

六　

呼
応
と
し
て
の
自
発
性

（
1
）
論
点
の
整
理

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
お
い
て
自
発
性
の
自
由
は
、
や
は
り
複
数
性
を
前

提
と
し
、
他
者
た
ち
と
の
関
わ
り
の
う
ち
に
そ
の
成
り
立
ち
が
認
め
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
仔
細
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
う
え

で
は
、
た
だ
し
よ
り
立
ち
入
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
論
点
が
複
数
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
三
点
に
整
理
し
て
お
く
。

　

ま
ず
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
自
発
性
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
個
体
性
と
複

数
性
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
お
い
て
、
自
発
性
は
出
生
性
に
根
ざ
し
、
そ

れ
ゆ
え
唯
一
的
な
個
体
性
を
根
拠
と
す
る
も
の
と
把
握
さ
れ
る
一
方
で
、
そ

に
、
し
た
が
っ
て
唯
一
的
な
個
体
性
に
そ
の
根
拠
が
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ま
た
、（
第
二
節
で
あ
ら
か
じ
め
注
意
を
向
け
て
お
い

た
よ
う
に
、）
自
発
性
の
自
由
そ
れ
自
体
は
、「
究
極
的
に
は
個
人
か
ら
生
じ

て
く
る
」
も
の
と
し
て
、「
前0

政
治
的
」
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
だ

か
ら
、「
始
ま
り
を
も
た
ら
す
」
そ
の
こ
と
は
「
ひ
と
り
で
孤
立
し
て
」
な

さ
れ
る
も
の
と
も
い
わ
れ
、
自
発
性
は
た
と
え
ば
「
他
者
た
ち
か
ら
孤
立
し

た
か
た
ち
で
」
な
さ
れ
る
制
作
の
活
動
の
う
ち
に
も
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
自
発
性
の
成
り
立
ち
は
、
複
数
性
と
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
「
反0

政
治
的
」
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

本
節
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
ひ
と
り
で
あ
る
」
こ
と
は
、
そ
の
こ
と

自
体
が
複
数
性
と
相
容
れ
な
い
の
で
は
断
じ
て
な
い
か
ら
で
あ
り
、
あ
る
い

は
ま
た
、
孤
立
し
た
あ
り
方
は
、
じ
つ
は
「
間
接
的
な
し
か
た
で
」
む
し
ろ

「
人
び
と
の
相
互
共
存
と
か
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
複
数

性
の
あ
り
方
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
あ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
唯
一

的
な
個
体
性
そ
の
も
の
が

―
ひ
と
ま
ず
は
い
わ
ば
論
理
的
な
意
味
で
も

―
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
個
人
の
「
と
り
違
え
よ
う
の
な
い
唯
一
性
」
は

「
自
分
と
区
別
さ
れ
る
者
が
も
は
や
誰
も
い
な
い
」
場
合
に
は
「
消
滅
」
し

て
し
ま
う
の
で
あ
り
（D

T
.�460f.:�II-15

）、
し
た
が
っ
て
個
人
は
あ
く
ま

で
も
「
そ
の
個
体
性
の
た
め
に
た
え
ず
他
者
た
ち
を
必
要
と
し
て
い
る
」
と

み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
（EIU

.�359:�II-187

）。
見
捨
て
ら
れ
た
あ

り
方
と
い
う
そ
れ
こ
そ
が
反
政
治
的
な
―
そ
し
て
自
発
性
が
解
体
さ
れ
る
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う
え
で
、
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア

ー
レ
ン
ト
が
着
眼
す
る
自
発
性
の
自
由
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。（
第

三
節
で
す
こ
し
詳
し
く
確
認
し
て
お
い
た
と
お
り
、）
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
も

そ
も
、「
主
権
」
と
し
て
の
自
由
の
捉
え
方
を
強
く
批
判
し
、「
自
己
」
に
依

拠
す
る
と
い
う
こ
と
が
ら
に
力
点
を
お
く
の
と
は
別
の
し
か
た
で
自
発
性
の

自
由
を
特
徴
づ
け
て
い
た
。
す
な
わ
ち
―
た
と
え
ば
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
の
視
点
と
も
重
な
る
か
た
ち
（
（1
（
で
―
、
予
測
不
可
能
で
予
見
さ
れ
え

な
い
新
た
な
こ
と
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
こ

そ
自
発
性
の
自
由
の
核
心
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の

思
考
に
お
け
る
自
発
性
と
複
数
性
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で

は
、「
予
測
さ
れ
が
た
く
新
し
い
何
か
を
始
め
る
」
自
由
（LM

.�2-32:�II-40

）�

と
い
う
そ
の
よ
う
な
自
発
性
の
自
由
の
捉
え
方
が
お
そ
ら
く
決
定
的
な
意
味

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
以
下
で
は
、
い

ま
し
が
た
整
理
し
た
三
つ
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
は
当
面
の
手
が
か
り
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
論
点
い
ず
れ
に
も
か
か
わ
る

（『
人
間
の
条
件
』
独
語
版
の
）
一
節
に
目
を
向
け
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

（
2
）「
受
忍
」
と
し
て
の
自
発
性

　

人
間
は
も
と
よ
り
複
数
性
に
お
い
て
生
を
営
む
以
上
、
行
為
を
な
し
、
何

ご
と
か
を
始
め
る
と
き
、
い
わ
ば
虚
空
に
向
か
っ
て
そ
う
す
る
の
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
、
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
共
同
世
界
の
う
ち
に
、
あ
る
い

は
す
で
に
人
び
と
の
間
で
織
り
な
さ
れ
て
い
る
複
雑
な
「
関
係
の
網
の
目
」

（the�w
eb�of�relationships:�das�Bezugsgew

ebe

）
の
う
ち
へ
と
、
何

か
新
た
な
こ
と
を
も
た
ら
し
、
行
為
を
も
っ
て
参
入
す
る
の
で
あ
る
（cf.�V

A
.��

の
自
発
性
の
成
り
立
ち
に
は
複
数
性
が
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
て
も
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
自
発
性
に
と
っ
て
複
数
性
が
そ
の
前
提
を
な
す
の
は
い
か
な

る
意
味
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
唯
一
的
な
個
体
性
が
自
発

性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

そ
し
て
こ
の
一
つ
目
の
論
点
と
も
関
連
し
て
、
第
二
に
、
自
発
性
に
と
っ

て
複
数
性
が
前
提
と
な
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
ら
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
こ
と
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
自
発
性
の
自
由
は
、
は
た
し
て

な
ぜ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、
あ
る

い
は
他
者
た
ち
の
間
で
可
能
に
な
る
と
い
う
の
か
、
そ
の
こ
と
の
次
第
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
は
第
三
に
、
そ
う
し
た
自
発
性
が
帯
び
る
こ
と
に
な
る
は
ず
の
あ

り
方
を
め
ぐ
り
、
あ
ら
た
め
て
問
い
が
生
じ
う
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
お
い
て
自
発
性
は
、
他
者
と
の
何
ら
か

の
関
わ
り
を
前
提
と
す
る
も
の
と
な
る
以
上
、
何
ほ
ど
か
受
動
的
で
、
い
わ

ば
他
律
的
な
要
素
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で

に
言
及
し
た
と
お
り
、
自
発
性
は
し
ば
し
ば
「
自
己
活
動
性
」
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た

―
た
と
え
ば
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
「
受
容

性
」（Receptivität

）
と
対
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
（
9
（
に
―
あ
る
種
の
能
動
的

な
あ
り
方
と
重
ね
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
複
数
性
を
前
提
と

す
る
こ
と
で
想
定
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
自
発
性
と
み
な
し
う
る

い
わ
ば
限
度
を
超
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
相
互
に
関
連
し
あ
う
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
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他
者
か
ら
つ
き
動
か
さ
れ
、
仕
向
け
ら
れ
る
者
な
の
で
あ
る
。「
行
為
と
受

忍
」（H

andeln�und�D
ulden

）、「
行
い
と
受
難
」（die�T

aten�und�Lei-
den

）、
あ
る
い
は
「
行
動
と
反
応-

行
動
」（A

gieren�und�Re-agieren

）

は
、
じ
つ
は
「
一
体
を
な
し
て
」
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
い
か
え
る
な
ら
、

何
か
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
ま
た
同
時
に
、
他
者
か
ら
い
わ
ば

受
動
的
に
被
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
他
者
に
対
す
る
あ
る
種
の
呼
応
な
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
行
為
が
ま
た
受
忍
で
あ
り
、
他
者
に
対
す
る

呼
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
行
為
が
た
ん
な
る
「
反-

作
用
」（Re-

akition

）、
も
っ
ぱ
ら
単
純
な
反
応
に
尽
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
他

者
の
行
為
は
、
そ
れ
が
「
行
為
す
る
能
力
を
具
え
た
存
在
者
に
向
け
ら
れ
る
」

か
ぎ
り
、
む
し
ろ
「
自
主
的
な
行
為
を
呼
び
起
こ
す
」（eigenständiges�

H
andeln�hervorrufen

）。
つ
ま
り
は
、
自
発
的
な
も
の
と
し
て
の
行
為
を

生
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
行
為
を
な
し
、
何
ご
と
か
を
始
め
る
と

い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
呼
応
と
い
う
か
た
ち
で
、
し
か
も
あ
く
ま
で
自
発
的

0

0

0

な0

も
の
と
し
て
、
他
者
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
こ
う
し
た
視
点
、
と
り
わ
け
、「
自
主
的
」
な
い
し
自
発

的
な
行
為
が
他
者
か
ら
「
呼
び
起
こ
さ
れ
る
」
と
い
う
そ
の
立
論
は
、
た
だ

し
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
ま
ま
首
肯
さ
れ
う
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ

こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
ま
さ
に
、
先
ほ
ど
分
節
化
し
た
三
つ
の
論
点
で
あ
る
。

ひ
と
ま
ず
第
三
の
論
点
か
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
行
為
は
つ
ね
に
ま
た
受
忍
で
あ
り
、
し
か
も
た

ん
な
る
反
応
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
発
的
な
も
の
と
し
て
生
起

す
る
。
と
は
い
え
、
も
し
も
行
為
が
ま
さ
に
他
者
に
よ
っ
て
「
呼
び
起
こ
さ

れ
る
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
他
者
に
「
触
発
」
さ
れ
る
受
動
的
な
も
の

226:�231f.,�EIU
.�23:�I-33

）。
そ
う
し
た
「
関
係
の
網
の
目
」
の
際
限
の

な
さ
ゆ
え
に
「
人
間
に
か
か
わ
る
事
象
」
が
有
す
る
こ
と
に
な
る
あ
り
方
を

論
じ
た
文
脈
の
な
か
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

行
為
す
る
者
は
い
つ
も
、
同
じ
よ
う
に
行
為
す
る
他
の
人
び
と
の
間
を

動
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
行
為
す
る
者
は
、
た
だ
行
為
者
で
し
か

な
い
こ
と
は
け
っ
し
て
な
く
、
い
つ
も
ま
た
同
時
に
、
受
忍
す
る
者
で

も
あ
る
。
行
為
と
受
忍
は
一
体
を
な
し
て
お
り
、
受
忍
は
行
為
の
裏
面

で
あ
る
。
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
動
き
始
め
た
物
語
は
い
つ
も
、
そ
の
物

語
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
人
び
と
の
行
い
と
受
難
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕
行
為
は
い
つ
も
、
行
為
す
る
能
力
を
具
え
た
存
在
者
に
向
け

ら
れ
る
か
ら
、
行
為
は
た
ん
に
反-

作
用
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
は
け

っ
し
て
な
く
、
自
主
的
な
行
為
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
り
、
そ
の
呼
び

起
こ
さ
れ
た
行
為
が
ま
た
も
や
、
他
の
行
為
す
る
者
を
触
発
す
る
の
で

あ
る
。
特
定
の
仲
間
内
に
限
界
づ
け
ら
れ
う
る
よ
う
な
行
動
と
反
応-

行
動
は
存
在
し
な
い
〔
…
…
〕。（V

A
.�236f.:�242f.

）

　

行
為
し
、
何
か
を
始
め
る
者
は
い
つ
も
、「
同
じ
よ
う
に
行
為
す
る
他
の

人
び
と
」
の
間
に
あ
（
（（
（
る
。
何
ら
か
の
行
為
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
者
を
「
触
発

す
る
」（affi

zieren

）
も
の
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
ま
た
他
者

に
「
触
発
さ
れ
る
」
こ
と
で
こ
そ
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
す
る
者
は
、

た
だ
「
行
為
者
」（ein�T

äter

）
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
た
ん
に

単
独
で
自
ら
何
か
を
始
め
る
も
の
な
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
同
時
に
「
受
忍

す
る
者
」（einer,�der�erduldet

）、
つ
ま
り
そ
の
行
為
を
始
め
る
よ
う
に
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（BPF.�150:�204

）

　

行
為
が
自
由
で
あ
り
う
る
の
は
、
そ
れ
が
「
動
機
」（m

otive

）
に
よ
っ

て
だ
け
で
な
く
、「
意
図
さ
れ
る
目
標
」（intended�

goal

）
に
よ
っ
て
も

規
定
さ
れ
え
な
い
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
、
行
為
が
そ

れ
ら
を
「
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（be�able�to�transcend

）
か
ぎ
り

で
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
自
身
の
意
図
す
る
目
標
や
目
的
も

ま
た
、
行
為
に
先
立
ち
あ
ら
か
じ
め
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

れ
ら
に
よ
っ
て
行
為
が
規
定
さ
れ
え
て
し
ま
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
行
為
は
け

っ
き
ょ
く
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
、
予
見
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
（
（1
（

る
。
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
自
由
、
自
発
性
の
自
由
が
可
能
で

あ
る
た
め
に
は
、
既
存
の
世
界
の
あ
り
よ
う
だ
け
で
な
く
、（
そ
の
一
部
と

も
い
え
る
）
行
為
者
自
身
の
想
定
や
意
図
を
も
何
ほ
ど
か
超
え
出
た
か
た
ち

で
行
為
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
思
わ
ず

0

0

0

行
為
を
始
め
て
し
ま
う

と
い
う
モ
メ
ン
ト
が
不
可
欠
な
の
で
あ
（
（1
（
る
。

　

行
為
の
自
発
性
の
核
心
は
、
自
己
活
動
性
や
能
動
性
と
い
っ
た
点
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
己

0

0

の
意
図
を
も
超
え
た

0

0

0

何
か
、
自
ら
も
予
見
し
え

な
い
新
し
い
何
ご
と
か
、
そ
う
し
た
も
の
を
思
い
が
け
ず
始
め
て
し
ま
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
こ
そ
見
て
と
ら
れ
る
。
ま
さ
に
そ
の
か
ぎ
り
、
他

者
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
受
動
的
な
あ
り
方
と
重
ね
て
自
発
性
を
把
握
す
る

こ
と
は
、
何
か
飛
躍
し
た
観
方
な
の
で
は
な
く
、
十
分
に
理
解
す
る
余
地
の

あ
る
視
点
と
み
な
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
（
（1
（
う
。
た
だ
し
、
先
の
込
み
入
っ
た
一

節
に
そ
く
し
て
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
論
点
に
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
も
の
が

あ
っ
た
。
今
度
は
（
直
接
に
は
）
そ
の
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
主
的
」
で
自
発
的
な
も
の
と
は
お
よ
そ
相

容
れ
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、（
ア
ー
レ
ン
ト
が
力
点
を
お
く
自
発
性
の
あ
り

方
を
認
め
た
と
し
て
も
、）
や
は
り
自
発
性
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
発
性
は
往
々
に
し
て
、
自
己
活
動
性
と
い
う

意
味
を
与
え
ら
れ
、
能
動
的
な
あ
り
方
を
核
に
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ

て
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

自
発
性
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
し
か
し
他
者
に
よ

っ
て
触
発
さ
れ
、
呼
び
起
こ
さ
れ
る
あ
り
方
は
、
じ
つ
は
自
発
性
と
相
容
れ

な
い
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
た
ん
な
る
自
己
活
動
性
や
能
動

的
な
あ
り
方
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
「
自
己

0

0

」
に
も

と
づ
く
あ
り
方
を
ど
こ
か
し
ら
超
え
出
る

0

0

0

0

こ
と
が
、
自
発
性
の
い
わ
ば
積
極

的
な
あ
り
方
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
自
発
性
の

自
由
と
は
、
あ
く
ま
で
予
測
不
可
能
で
予
見
さ
れ
え
な
い
何
か
、
つ
ま
り
は

自
ら
自
身
の
意
図
や
想
定
に
も
収
ま
ら
な
い
何
か
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
も

の
ご
と
を
始
め
う
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
（
（1
（
る
。
ア
ー
レ
ン
ト

は
た
と
え
ば
、「
自
由
と
は
何
か
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
論
考
の
な
か
で

こ
う
述
べ
て
い
る
。

行
為
は
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
一
方
で
は
動
機
か
ら
、
他
方
で
は
予

測
可
能
な
結
果
と
し
て
の
意
図
さ
れ
る
目
標
か
ら
自
由
で
あ
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
の
一
つ
一
つ
の
局
面
に
お
い
て
動
機
や
目
的

が
重
要
な
要
因
で
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
行
為
の
一

つ
一
つ
の
局
面
を
規
定
す
る
要
因
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
要
因
を
超

越
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
で
こ
そ
行
為
は
自
由
な
の
で
あ
る
。
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は
む
し
ろ
端
的
に
相
反
す
る
あ
り
方
、
何
ら
か
の
外
的
要
因
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
予
見
可
能
な
行
動
と
い
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。

　

自
発
的
な
行
為
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
た
が
っ
て
、
た

し
か
に
そ
れ
も
ま
た
他
者
に
触
発
さ
れ
る
あ
る
種
の
反
応
の
あ
り
方
で
あ
る

の
だ
と
し
て
も
、
い
わ
ば
反
応
と
い
う
こ
と
が
ら
一
般
と
は
区
別
さ
れ
、
と

り
わ
け
非
自
発
的
な
意
味
で
の
反
応
と
は
決
定
的
に
異
な
る
成
り
立
ち
を
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
（
（1
（
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
発
的
な
行
為
が

呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
と
し
て
際
立
た
せ
、
ま
た
可
能
に
す

る
の
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ

の
核
心
を
な
し
て
い
る
の
は

―
先
ほ
ど
引
い
た
（『
人
間
の
条
件
』
独
語

版
の
）
一
節
に
そ
く
し
て
い
え
ば
―
、
行
為
す
る
者
が
「
同
じ
よ
う
に
行

為
す
る
他
の
人
び
と
」
の
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
そ

の
よ
う
な
他
者
た
ち
に
対
し
て
何
ら
か
の
か
た
ち
で
応
接
し
、
関
わ
り
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

自
発
的
に
行
為
す
る
者
が
そ
も
そ
も
「
行
為
す
る
能
力
を
備
え
て
い
る
」

（zum
�H

andeln�begabt

）
と
い
え
る
の
は
、（
第
四
節
で
考
察
し
た
よ
う

に
、）
そ
の
出
生
性
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
唯
一
性
の
た
め
で
あ
っ
た
。

い
い
か
え
る
な
ら
、「
新
参
者
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
よ
そ
者
」
と
し
て
、

先
立
つ
世
界
と
の
間
に
何
ら
か
の
差
異
を
は
ら
み
、
既
存
の
世
界
に
対
す
る

何
ほ
ど
か
の
隔
た
り
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

新
参
者
、
よ
そ
者
と
し
て
の
他
者
、
つ
ま
り
予
見
さ
れ
え
な
い
何
か
を
な
し

う
る
も
の
と
し
て
の
他
者
に
、
ど
こ
か
で
関
わ
り
触
発
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
自
発
的
な
行
為
、
新
し
い
何
か
を
始
め
る
と
い
う
こ
と

い
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
る
自
発
的
な
行
為
の
い
っ
そ
う
の
含

意
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
確
認
で
き
た
と
し
て
、
し
か
し
そ
の
自
発
的
な

行
為
が
あ
る
種
の
呼
応
と
し
て
、
他
者
か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
発
性
の
自
由
は
、
は
た
し
て
な
ぜ
、
ま
た
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

若
干
の
例
も
交
え
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
次
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
3
）
自
発
的
な
行
為
と
他
者
に
よ
る
「
呼
び
起
こ
し
」

　

す
ぐ
れ
て
予
見
不
可
能
な
も
の
ご
と
、
新
し
い
何
か
を
始
め
る
と
い
う
こ

と
は
、
じ
つ
は
他
者
か
ら
触
発
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
他
者
に
対
す
る

呼
応
と
し
て
生
起
す
る
。
つ
ま
り
、
自
発
的
な
行
為
は
他
者
に
よ
っ
て
呼
び

起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
な
す
視
点
の
一
方
で
、
し
か
し
そ
の
ア
ー
レ

ン
ト
自
身
、
お
そ
ら
く
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
者
あ
る
い
は
外
部
の
何

か
に
触
発
さ
れ
て
何
ら
か
の
「
反
応
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、

そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
、
自
発
的
な
行
為
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

ら
と
し
て
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
た
と

え
ば
（
第
三
節
で
も
見
て
お
い
た
と
お
り
）、
全
体
主
義
の
支
配
体
制
に
よ

っ
て
企
図
さ
れ
る
自
発
性
の
根
絶
と
い
う
事
態
を
、
人
び
と
が
ま
さ
に
「
反

応
の
束
」（bundles�of�reactions

）（EIU
.�304:�II-118

）
に
還
元
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
ら
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。「
自
発
性
を
破
壊
す
る
」
試

み
と
は
、「
同
じ
条
件
を
与
え
ら
れ
れ
ば
い
つ
も
同
じ
し
か
た
で
反
応
す
る

よ
う
な
反
応
の
束
」
へ
と
「
人
び
と
を
変
え
る
」
企
て
に
ほ
か
な
ら
な
い

（ibid.

）。
こ
う
し
た
視
点
の
も
と
で
は
、
反
応
と
い
う
こ
と
は
、
自
発
性
と
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ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
た
と
え
ば
、
口
に
す
る
つ
も
り
の

な
か
っ
た
こ
と
を
ふ
と
言
葉
に
し
て
し
ま
っ
た
り
、
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た

態
度
を
不
意
に
と
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
新

し
い
こ
と
を
思
い
つ
い
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
私
が
話
し
か
け
応
接
す
る
の
が
、
他
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
分
の
あ
ら
か
じ
め
の
想
定
に
は
け
っ
し
て
回
収
し
え
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
者
に
話
し
か
け
る
と
き
、
す
で
に
意

図
し
て
い
た
こ
と
を
も
と
も
と
想
定
し
て
い
た
そ
の
ま
ま
に
話
す
と
い
っ
た

こ
と
も
、
お
そ
ら
く
は
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
は
、
実
際

に
は
他
者
に
対
し
て
話
し
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば

他
者
不
在
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。（
そ
し

て
そ
こ
で
話
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
既
存

の
こ
と
が
ら
の
反
復
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。）
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
あ
く

ま
で
他
者
に
、
つ
ま
り
す
ぐ
れ
て
異
他
的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
他
者
に
、

い
わ
ば
開
か
れ
た
か
た
ち
で
応
接
し
呼
応
す
る
か
ぎ
り
、
自
ら
の
先
立
つ
意

図
や
想
定
の
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き
ず
、
し
か
し
そ
の
こ
と
が
む
し

ろ
、
自
発
的
な
行
為
を
呼
び
起
こ
し
、
予
見
さ
れ
え
な
い
新
た
な
こ
と
を
思

わ
ず
始
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
（
（1
（
る
。

　

自
発
的
な
行
為
の
こ
の
よ
う
な
成
り
立
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
言
葉
に
よ
る
直

接
の
対
人
的
な
応
答
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ー

レ
ン
ト
の
視
点
に
お
い
て
は
（
前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
）、「
孤
立
」
し
て

な
さ
れ
る
こ
と
も
、
じ
つ
は
間
接
的
な
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
事
物
の
世
界
を

介
し
て
、
他
者
た
ち
と
の
関
わ
り
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ

る
以
上
、
た
と
え
ば
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
孤
立
し
た
あ
り
方
で
営
ま
れ
る
芸

を
呼
び
起
こ
し
、
現
実
的
に
生
起
さ
せ
う
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自

発
的
な
行
為
に
は
、
自
ら
自
身
の
既
存
の
あ
り
よ
う
を
も
超
え
出
て
、
思
わ

ず
何
ご
と
か
を
始
め
て
し
ま
う
と
い
う
モ
メ
ン
ト
が
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で

あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
既
存
の
世
界
の
あ
り
方
に
依
拠

し
た
自
ら
自
身
の
想
定
に
は
け
っ
し
て
収
ま
り
え
ず
、
そ
れ
を
い
わ
ば
揺
さ

ぶ
る
よ
う
な
他
者
の
あ
り
よ
う
へ
と
応
接
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
ば
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
道
徳
哲
学
に
か
か
わ
る
あ
る
講
義
で
「
ひ

と
り
」
で
あ
る
こ
と
の
三
つ
の
形
態
を
と
り
あ
げ
、
と
く
に
「
孤
独
」
に
お

け
る
思
考
の
営
み
に
つ
い
て
語
る
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
し
も
誰
か
が
私
に
呼
び
か
け
て
き
た
な
ら
、
私
は
そ
の
人
に
話
し
か

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
私
自
身
に
で
は
な
く
、
そ
の
誰

か
に
話
し
か
け
る
と
き
、
私
は
変
わ
る
の
で
す
。
私
は
［「
ひ
と
り
の

う
ち
な
る
二
者
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
］
ひ
と
り
に
な
り
、
と
う
ぜ

ん
自
己
意
識
を
も
ち
、
つ
ま
り
は
意
識
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し

も
は
や
、
私
自
身
を
完
全
に
、
ま
た
明
確
に
所
有
し
て
い
る
状
態
で
は

な
く
な
る
の
で
す
。（RJ.�98:�119,�［　

］
は
筆
者
）

　

お
そ
ら
く
は
も
う
少
し
補
わ
れ
る
べ
（
（1
（
き
こ
の
一
節
に
か
ん
し
て
、
こ
こ
で

は
当
面
の
論
点
に
強
く
か
か
わ
る
点
に
の
み
着
目
し
て
お
こ
う
。
―
誰
か

の
呼
び
か
け
に
呼
応
し
て
、
そ
の
誰
か
に
話
し
か
け
る
と
き
、
私
は
「
も
は

や
、
私
自
身
を
完
全
に
、
ま
た
明
確
に
所
有
し
て
い
る
状
態
で
は
な
く
な

る
」（no�longer�fully�and�articulately�in�possession�of�m

yself

）。

つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
思
い
描
き
、
意
図
し
て
い
た
ま
ま
に
話
し
た
り
ふ
る
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づ
け
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
い
。

七　

結
び
に
か
え
て
　

―
　

自
発
性
・
複
数
性
・
政
治
的
自
由

　

政
治
的
自
由
と
自
発
性
の
自
由
―
つ
ま
り
、
人
び
と
の
間
で
こ
そ
可
能

に
な
る
相
互
的
・
共
同
的
な
行
為
の
あ
り
方
と
し
て
の
自
由
と
、
新
し
い
何

か
を
始
め
う
る
こ
と
と
し
て
の
自
由
―
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
と
も
に
す
ぐ
れ

た
自
由
の
あ
り
方
と
み
な
す
こ
の
二
つ
の
自
由
の
関
係
を
め
ぐ
り
、
と
く
に

自
発
性
と
複
数
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の

課
題
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
政
治
的
自
由
は
端
的
に
複
数
性
に
お
い
て

し
か
成
り
立
ち
え
な
い
の
に
対
し
、
自
発
性
の
自
由
は
出
生
性
、
あ
る
い
は

唯
一
的
な
個
体
性
に
こ
そ
根
ざ
し
た
「
前
政
治
的
な
も
の
」
と
し
て
把
握
さ

れ
る
以
上
、
二
つ
の
自
由
は
む
し
ろ
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
考
察
を
重
ね
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト

の
思
考
に
つ
い
て
少
し
慎
重
に
検
討
し
て
み
る
な
ら
、
じ
つ
は
自
発
性
の
自

由
も
ま
た
、
複
数
性
を
い
わ
ば
不
可
欠
の
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ

れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
着
目
す
る
の
は
、
あ

く
ま
で
予
測
不
可
能
で
予
見
さ
れ
え
な
い
何
か
を
始
め
う
る
と
い
う
自
発
性

の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
既
存
の
世
界
か
ら
の

差
異
と
と
も
に
、
自
ら
の
意
図
や
想
定
を
も
超
え
出
て
何
か
を
始
め
て
し
ま

う
と
い
う
モ
メ
ン
ト
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
自
発
性
は

複
数
性
の
う
ち
で
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
と
み
な
し

う
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
予
見
不
可
能
な
こ
と
を
な
し
う
る
他
者
へ

術
作
品
の
制
作
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
発
露
さ
れ
る
自
発
性
は
、
あ
く
ま
で

何
ら
か
の
意
味
で
の
他
者
へ
の
呼
応
と
し
て
―
あ
る
場
合
に
は
、
い
つ
か

受
け
手
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
他
者
、
そ
れ
ゆ
え
現
前
し
て
は
い
な
い
他
者

に
向
け
て
の
、
い
わ
ば
沈
黙
し
た
応
答
と
い
う
か
た
ち
で
―
生
起
す
る
も

の
と
い
え
（
（1
（
る
。
も
し
も
か
り
に
、
い
っ
さ
い
の
他
者
と
の
接
触
や
関
わ
り
が

絶
た
れ
、
そ
れ
ゆ
え
他
者
に
対
す
る
呼
応
が
お
よ
そ
な
さ
れ
え
な
い
と
い
っ

た
事
態
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
ひ
と
は
、
ま
さ
に
見
捨
て
ら
れ
た

あ
り
方
へ
と
い
た
る
こ
と
に
な
り
、
も
は
や
新
た
な
何
か
を
始
め
る
こ
と
を

な
し
え
ず
に
、
い
わ
ば
同
語
反
復
的
に
既
存
の
も
の
ご
と
を
反
復
す
る
に
等

し
い
思
考
と
生
存
の
あ
り
方
へ
と
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

自
発
的
な
行
為
に
は
、
自
分
自
身
の
意
図
を
も
超
え
て
新
し
い
何
か
を
始

め
て
し
ま
う
と
い
う
あ
り
方
が
は
ら
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
自
ら
の
先
立
つ
想
定
に
は
け
っ
し
て
収
ま
り
え
な
い
も
の
で
あ
る

他
者
と
関
わ
り
、
そ
れ
に
応
接
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
発
的
な
行
為
を
生

起
さ
せ
、
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
自
発
性
は
他
者

へ
の
呼
応
と
し
て
こ
そ
可
能
に
な
り
、
だ
か
ら
そ
れ
に
は
複
数
性
が
前
提
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
少
し
前
に
整
理
し
た
三
つ
の
論
点
の
う
ち
、

第
二
と
第
三
の
も
の
に
つ
い
て
は
一
定
の
説
明
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
し
て
、
第
一
の
論
点
―
つ
ま
り
、
自
発
性
に
と
っ
て
複
数
性
が
そ

の
前
提
を
な
す
こ
と
と
出
生
性
が
自
発
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
と
の
関
係
を

め
ぐ
る
論
点
―
に
か
ん
し
て
も
、
じ
つ
は
こ
れ
ま
で
の
論
述
の
う
ち
で
す

で
に
若
干
の
手
が
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
仔
細
に
つ
い

て
は
、
し
か
し
節
を
あ
ら
た
め
た
う
え
で
、
自
発
性
と
複
数
性
、
自
発
性
の

自
由
と
政
治
的
自
由
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
本
稿
全
体
の
問
題
設
定
と
も
関
連
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前
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
そ
の

動
因
」
は
「
こ
の
世
界
に
私
た
ち
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
始
ま

り
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
」
と
み
な
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
こ
で
は
ま
た
、
そ
う
し
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
と
っ
て
「
他
者
た

ち
の
現
前
」
が
、「
個
々
の
場
合
に
は
い
ず
れ
も
（in�jedem

�Einzelfall

）

刺
激
と
し
て
働
く
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
何

か
を
始
め
る
こ
と
、
自
発
的
な
行
為
に
と
っ
て
、
他
者
た
ち
の
現
前
は
、
じ

っ
さ
い
の
各
々
の
場
面
で
は
「
刺
激
」（Stim

ulans

）
と
し
て
、
い
わ
ば
そ

れ
を
呼
び
起
こ
す
も
の
と
し
て
働
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
一
節
で
は
ひ
と
ま
ず
他
者
た
ち
の
「
現
前
」
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
発
性
が
他
者
へ
の
呼
応
と

し
て
生
起
す
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
他
者
と
の
関
わ
り
は
、
現
前
し
て
い
る

他
者
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
に
限
ら
ず
、
不
在
の
他
者
と
の
間
接
的
な
関
わ

り
で
も
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
た
。
自
発
性
の
自
由
は
、
た
し
か
に
唯
一
的
な

個
人

0

0

に
根
ざ
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

0

0

生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
こ

と
は
、
他
者

0

0

と
の
何
ら
か
の
関
わ
り
の
う
ち
で
、
他
者
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

、
な
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
こ
の
か
ぎ
り
、
自
発
性
の
自
由
と
政
治
的
自
由
と
は
、
お
よ
そ
交

わ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
も
、
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
こ
と

に
な
る
。
む
し
ろ
い
ず
れ
も
、
複
数
性
を
前
提
と
し
、
他
者
と
の
関
わ
り
の

う
ち
に
生
き
る
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
の
も
と
で
こ
そ
可
能
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
い
わ
ば
重
な
り
あ
う
関
係
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う

し
た
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
も
し
も
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
こ
と
を
い
う
と

す
れ
ば
、（
そ
れ
ぞ
れ
の
自
由
の
内
実
か
ら
し
て
も
お
そ
ら
く
想
定
さ
れ
る

の
応
接
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
発
的
な
行
為
は
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
自
発
性
の
自
由
は
他
者
へ
の
呼
応
と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
て
自
発
性
の
自
由
に
と
っ
て
は
、
複
数
性
が
む
し
ろ
不
可
欠
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
、

出
生
性
が
自
発
性
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
積
み
残
さ
れ
て
い
た
こ
の
問
い
に
対
し
て
、
さ

し
あ
た
り
ひ
と
言
で
説
明
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
自
発
性
そ
の
も
の
の
根
拠
と
な
る
の
は
出
生
性
、
唯
一
的
な
個
体

性
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
自
発
性
を
「
呼
び
起
こ
す
」
の
は
他
者
へ
の
関
わ

り
、
あ
る
い
は
複
数
性
で
あ
る
。
一
方
で
、
か
り
に
出
生
性
と
い
う
こ
と
が

ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
と
す
る
な
ら
、
つ
ま
り
各
人
が
新
参
者
、
よ
そ
者
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
ず
、
既
存
の
世
界
と
の
間
の
差
異
が
存
在
し
え

な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
自
発
性
の
自
由
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
で
、
出
生
性
、
唯
一
的
な
個
体
性
は
、
自
発
性
の
根
拠
で
あ
る
。
他

方
で
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
出
生
性
に
依
拠
し
た
自
発
性
の
自
由
が
、
い
わ

ば
た
ん
に
可
能
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
じ
っ
さ
い
に
発
揮
さ
れ
、
現
実
化

さ
れ
る
う
え
で
は
、
他
者
と
関
わ
り
、
他
者
に
応
接
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
。
各
人
の
意
図
を
超
え
て
、
何
ら
か
の
行
為
を
じ
っ
さ
い
に
始
め
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
発

性
は
い
わ
ば
他
者
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
第
五
節
の
冒
頭
で
引
い
た
『
人
間
の
条
件
』
独
語
版
の
一
節

を
思
い
起
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
た
し
か
に
、「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」、
何

か
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、「
そ
の
も
の
」
と
し
て
は
「
他
者
た
ち
の
現
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的
な
も
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
自
発
性
の
そ
う
し
た
前
政
治
的
な
あ
り
方
が
、
た
と
え
ば
何

か
「
個
」
に
閉
ざ
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
「
自
己
」
に
と
ら
わ
れ
た
あ
り
よ
う

と
い
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
も
は
や
く
り
返
す
ま

で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
あ
っ
て
、
自
発
性
の

自
由
は
、
い
わ
ば
差
異
と
し
て
の
唯
一
的
な
個
体
性
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
複
数
性
の
う
ち
で
、
他
者
へ
と
応
接
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
こ
そ
生
起
す
る
も
の
と
し
て
―
つ
ま
り
は
、
あ
ら
か
じ
め
他
者
に
開

か
れ
た
も
の
と
し
て
―
把
握
さ
れ
て
い
（
1（
（

る
。
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
自
発
性

の
自
由
は
、
政
治
的
自
由
と
重
な
り
つ
つ
、
た
だ
し
そ
れ
と
は
少
し
別
の
か

た
ち
で
、
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
把
握
さ
れ
る
自
由
の
あ
り
方
を
提
示
す

る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
1
）
ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
、
文
献
一
覧
に
提
示
し

た
略
号
に
よ
り
テ
ク
ス
ト
を
示
し
た
う
え
で
（
略
号
はH

euer,�
et�

al.�

（H
rsg.

）,�A
rendt H

andbuch,�S.394f.�

に
倣
っ
た
）、
原
書
の
頁
数
と
、

コ
ロ
ン
の
後
に
邦
訳
書
の
頁
数
を
挙
げ
る
（
邦
訳
書
が
複
数
巻
に
分
か
れ

る
場
合
は
、
当
該
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
示
し
、
ハ
イ
フ
ン
の
後
に
頁

数
を
あ
げ
る
）。
な
お
、
引
用
部
に
あ
っ
て
は
、
訳
語
を
統
一
す
る
と
い

う
意
味
か
ら
も
、
筆
者
自
身
が
訳
出
し
た
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

（
2
）「
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
」
は
た
と
え
ば
、「
始
め
る
こ
と
、「
ア
ル
ケ
イ

ン
」」（das�A

nfangen,�das�»archein«

）（W
P.�50f.:�4�0

）、
あ
る
い

は
「
何
ら
か
の
始
ま
り
を
置
き
入
れ
る
こ
と
」（ein�initium

�setzen

）

（V
A

.�
18:�

1�4
）
等
と
等
置
さ
れ
て
い
る
。（
な
お
、「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と

よ
う
に
、）
自
発
性
の
自
由
、
予
見
さ
れ
え
な
い
新
し
い
何
か
を
始
め
る
自

由
の
ほ
う
が
い
わ
ば
基
底
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
政
治
的

自
由
も
可
能
と
な
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
相
互
的
・
共
同
的

な
行
為
も
、
や
は
り
「
始
め
る
」
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
の
（
す
で
に
第
二
節
で
引
い
た
）
言
葉
に
そ
く
し

て
い
え
ば
、「
自
由
そ
の
も
の
の
能
力
、
始
め
る
と
い
う
純
然
た
る
能
力
」

（the�faculty�of�freedom
�itself,�the�sheer�capacity�to�begin

）
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
活
動
（all�hum

an�activities

）
を
生
気
づ
け
引
き

起
こ
す
」
も
の
な
の
で
あ
る
（BPF.�167:�229,�cf.�V

A
.�18:�1�4

）。

　

二
つ
の
自
由
の
こ
の
よ
う
な
重
な
り
あ
う
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
し
か

し
で
き
る
だ
け
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
よ
り
添
お
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら

の
自
由
の
間
の
差
異
は
け
っ
し
て
捨
象
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
唯

一
的
な
個
体
性
に
根
ざ
す
自
発
性
の
自
由
の
成
り
立
ち
は
、
政
治
的
自
由
に

は
や
は
り
回
収
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
政
治

的
自
由
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
他
者
た
ち
の
現
前

0

0

と
そ
の
他
者
た
ち
と

の
相
互
的
な

0

0

0

0

関
わ
り
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
が
（cf.�W

P.�47:�37,�
BPF.�214:�294

）、
自
発
性
の
自
由
を
生
起
さ
せ
る
他
者
へ
の
応
接
と
い
う

こ
と
が
ら
は
、
そ
れ
と
は
多
分
に
異
な
る
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
応
接
に
あ
っ
て
他
者
は
、（
す

で
に
確
認
し
た
と
お
り
、）
必
ず
し
も
現
前
し
て
い
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

り
、
そ
し
て
ま
た
、
他
者
へ
の
そ
う
し
た
呼
応
は
―
た
と
え
ば
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
が
く
り
返
し
強
調
し
た
よ
う
（
11
（
に
―
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
相
互
的
な
も
の

で
は
な
く
、
い
わ
ば
非
対
称
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト

の
視
点
に
あ
っ
て
自
発
性
の
自
由
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
や
は
り
前
政
治
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（
4
）
ア
ー
レ
ン
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
明
確
に
異
な
る
意
味
を
与
え
る
こ
れ
ら
の

語
（solitude:�

Einsam
keit,�

isolation:�
Isoliertheit,�

loneliness:�
V

erlassenheit

）
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
訳
書
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま

な
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
た
訳
語
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
“solitude:�Einsam

keit

”は
「
孤
独
」
と
訳

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
が
、
と
り
わ
け
“isolation:�Isoliertheit

”

に
は
か
な
り
多
様
な
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
（「
孤
立
」・「
孤
立
状

態
」・「
孤
絶
」・「
隔
絶
」・「
独
居
」・「
独
立
」
な
ど
）、
ま
た
“loneli-�

ness:�V
erlassenheit

”も
訳
語
が
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
（「
見

捨
て
ら
れ
た
状
態
」・「
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
」・「
孤
立
」・「
孤

独
」・「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
」
な
ど
）。
な
お
、
本
稿
で
は　
―
　

“isolation:�Isoliert-�
heit

”は
動
詞
と
し
て
の
用
法
も
多
い
こ
と
、
ま
た
（
本
文
で
こ
の
あ
と

確
認
す
る
よ
う
に
）
“loneliness:�V

erlassenheit

”は
複
数
性
か
ら
絶
対

的
に
切
断
さ
れ
た
あ
り
方
、
い
わ
ば
疎
外
さ
れ
た
荒
涼
た
る
「
ひ
と
り
」

の
あ
り
方
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
　

―
　

、（
一
定
の
訳
書
や
研
究
文
献
の

用
法
と
は
異
な
り
）
“loneliness:�V

erlassenheit

”の
ほ
う
に
い
っ
た
ん

「
孤
絶
」
と
い
う
訳
語
も
あ
て
て
お
く
が
、
や
や
混
乱
を
招
く
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
語
に
つ
い
て
は
基
本
的
に

（
“Verlassenheit

”の
原
義
を
そ
の
ま
ま
活
か
す
訳
語
と
し
て
）「
見
捨
て

ら
れ
た
あ
り
方
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
5
）
さ
ら
に
い
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
自
己
と
の
対
話
と
し
て
の
孤
独

な
思
考
の
営
み
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
「
他
者
た
ち
と
共
に
あ
り
生
き
る
こ

と
の
不
可
欠
の
要
素
」
を
な
す
も
の
と
み
な
し
て
い
る
（PP.�36:�9�9

）。

（
6
）「
制
作
は
、
世
界
に
お
い
て
、
ま
た
世
界
に
対
し
て
（in�und�für�die�

W
elt

）
遂
行
さ
れ
る
」（V

A
.�234:�240

）。
な
お
、
芸
術
に
か
ん
す
る
ア

ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
あ
っ
て
は
、
と
り
わ
け
制
作
物
と
し
て
の
芸
術
作
品

0

0

が
、（
そ
し
て
ま
た
演
劇
な
ど
の
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
芸
術
」
が
、）「
現

は
元
来
「
始
め
る
こ
と
」
等
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
る
。「
行
為
」

を
め
ぐ
る
文
脈
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と
、「
完
遂

す
る
こ
と
」・「
成
就
す
る
こ
と
」
等
も
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
「
プ
ラ
ッ

テ
イ
ン
」
と
を
対
比
さ
せ
た
議
論
を
し
ば
し
ば
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点

に
か
ん
し
て
は
註
（
3
）
も
参
照
。）

（
3
）
自
発
性
と
複
数
性
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
つ
い

て
検
討
す
る
う
え
で
は
、
ひ
と
ま
ず
着
目
さ
れ
る
べ
き
い
く
つ
か
の
理
路

が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
比
較
的
目
に
つ
き
や
す
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
本
稿
で
は
た
ち
入
ら
な
い
一
つ
の
理
路
に
つ
い
て
、
少
し
だ

け
付
言
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
自
発
的
な
活
動
の
「
完
成
」・「
成

就
」
に
は
複
数
性
が
不
可
欠
と
な
る
と
い
う
理
路
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア

ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
何
か
を
「
始
め
る
」
こ
と
そ
の
も
の
は
個
人
ひ
と

り
で
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
「
さ
ら
に
進
め
、
完

成
さ
せ
る
」（w

eiter�betreiben�und�vollenden

）、
あ
る
い
は
そ
の

行
為
を
「
遂
行
し
、
成
就
す
る
」（durchführen�und�vollbringen

）

た
め
に
は
、
何
か
を
始
め
た
個
人
に
助
力
す
る
「
多
数
の
人
び
と
」、「
他

人
た
ち
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（V

A
.�235:�241,�W

P.�50:�40,�
cf.�LK

.�59:�9�0

）。
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
で
く
り
返
さ
れ
る
こ
の
理
路

は
、
た
と
え
ば
、
始
め
る
こ
と
と
行
為
と
を
重
ね
あ
わ
せ
、
自
発
性
と
複

数
性
を
整
合
的
な
関
係
の
う
ち
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
う
え
で
依
拠
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
（cf.�M

archart,�

“Natalität/A
nfangen

”,�S.�299
）、

し
か
し
お
そ
ら
く
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
本
稿
の
問
題
設
定
に
は
対
応

し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
理
路
に
お
い
て
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の

は
、
ひ
と
た
び
始
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
く
ま
で
完
遂
さ
れ
、
達
成
さ
れ
う

る
た
め
に
は
複
数
性
が
明
示
的
に
不
可
欠
と
な
る
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、

そ
も
そ
も
何
か
を
始
め
る
こ
と
自
体
、
自
発
性
そ
の
も
の
の
成
り
立
ち
と

複
数
性
と
の
連
関
は
、
直
接
に
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
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「
行
為
」
の
概
念
に
は
（「
自
由
」
の
そ
れ
と
も
重
な
る
）
二
義
性
が
は
ら

ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
引
い
た
一
節
に
お
け
る
「
行

為
」
は
、
ひ
と
ま
ず
文
脈
的
に
は
、
活
動
の
三
区
分
に
お
け
る
行
為
、
す

な
わ
ち
、「
制
作
」
等
と
は
区
別
さ
れ
る
（
と
り
わ
け
「
言
論
」
と
い
う

形
態
を
通
じ
た
）
相
互
行
為
と
し
て
の
活
動
を
お
も
に
指
し
て
い
る
よ
う

に
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
ほ
か
な

ら
ぬ
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
に
そ
く
し
て
も
、「
行
為
と
始
ま
り
は
本
質
的

に
同
一
で
あ
る
」（BPF.�168:�230

）、
あ
る
い
は
「
何
ら
か
の
新
し
い
始

ま
り
を
み
ず
か
ら
つ
く
り
だ
す
」
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
行
為
す
る
」
こ
と

で
あ
る
（V

A
.18:13f.

）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ア�

ー
レ
ン
ト
が
そ
の
う
ち
に
も
自
発
性
、
つ
ま
り
新
た
な
こ
と
を
始
め
る
能

力
を
見
い
だ
す
　

―
　

と
く
に
芸
術
作
品
の
創
作
等
に
お
け
る
　

―
　

「
制

作
」
の
営
み
に
つ
い
て
も
、
前
節
（
第
五
節
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
間

接
的
な
し
か
た
で
「
人
び
と
の
相
互
共
存
」
と
結
び
つ
き
、
複
数
性
を
前

提
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
引
い
た

一
節
に
お
け
る
「
行
為
」
を
、
広
く
「
始
め
る
こ
と
」
と
重
ね
て
論
じ
る

こ
と
は
妥
当
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
12
）
ア
ー
レ
ン
ト
は
く
り
返
し
、
行
為
を
予
測
し
た
り
予
見
し
た
り
す
る

こ
と
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
不
可
能
性
に
は

い
わ
ば
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
す
で
に
始
め
ら
れ
た
）
行

為
の
結
果

0

0

の
予
測
不
可
能
性
と
、
始
め
る
こ
と

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
（
こ
れ
か
ら
始

め
ら
れ
る
行
為
）
の
予
測
不
可
能
性
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
随
所
で
し

ば
し
ば
論
究
し
て
い
る
の
は
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
発
性

の
自
由
の
成
り
立
ち
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
一
方
、
自

発
性
そ
の
も
の
に
深
く
関
連
し
て
い
る
の
は
後
者
の
予
測
不
可
能
性
で
あ

り
、
本
稿
が
こ
こ
で
着
目
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
者
の
予
測
不
可
能
性

で
あ
る
。

わ
れ
」
の
た
め
の
「
公
的
な
空
間
」
を
直
接
必
要
と
す
る
点
で
、
よ
り
明

確
に
「
政
治
と
の
親
和
性
」
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（cf.�

BPF.�
214f.:�294f.,�ibid.�152:�208.,�V

A
.�233f.:�239

）。

（
7
）
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
テ
ロ
ル
」
と
「
暴
力
」
一
般
と
を
区
別
す
る
。
た

と
え
ば
『
共
和
国
の
危
機
』（
訳
書
タ
イ
ト
ル
『
暴
力
に
つ
い
て
』）
か
ら

短
く
引
い
て
お
く
。「
テ
ロ
ル
は
暴
力
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
テ
ロ
ル

は
む
し
ろ
、
暴
力
が
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
後
に
、
退
位

す
る
ど
こ
ろ
か
反
対
に
全
面
的
な
統
制
を
続
け
て
い
る
と
き
に
生
じ
る
統

治
の
形
態
な
の
で
あ
る
」（CR.�154:�144

）。
テ
ロ
ル
と
暴
力
と
の
こ
う

し
た
関
係
に
か
ん
し
て
は
以
下
も
参
照
。
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
『
暴
力
』、

一
五
一-

一
五
三
頁
。

（
8
）
た
だ
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
あ
っ
て
、
テ
ロ
ル
に
よ
る
複

数
性
の
破
壊
と
い
う
こ
と
が
ら
と
自
発
性
の
解
体
と
い
う
事
態
と
の
関
係

は
、
必
ず
し
も
明
示
的
に
説
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
両
者

の
関
係
の
実
質
も
、
単
純
な
整
理
に
は
収
ま
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
た
と
え
ば
、「
全
体
主
義
的
支
配
」
の
な
さ
れ
る

社
会
に
あ
っ
て
は
、
い
っ
さ
い
の
「
人
間
の
間
の
関
係
」
が
破
壊
さ
れ
て
、

「
見
捨
て
ら
れ
た
状
態
」
に
お
か
れ
た
人
び
と
が
全
体
主
義
の
運
動
に
動

員
さ
れ
る
こ
と
（EU

.�727:�296f.

）、
そ
し
て
「
自
由
な
自
発
性
か
ら
生

じ
る
い
っ
さ
い
の
行
為
」
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
（EU

.�
710:�

276

）
等
を
主
張
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
点
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
両
者
は

（
端
的
に
同
じ
こ
と
が
ら
で
は
な
い
に
せ
よ
）、
い
わ
ば
重
な
り
あ
う
関
係

に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
9
）Cf.�K

ant,�K
ritik der reinen V

ernunft,�A
50f./B74f.

／
訳
書
、

第
四
巻
、
一
二
九-

一
三
〇
頁
、
参
照

（
10
）
第
三
節
お
よ
び
本
稿
「
上
」
の
註
（
20
）
を
参
照
。

（
11
）
本
稿
「
上
」
の
註
（
10
）
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
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Re-aktion

）
と
い
っ
た
概
念
（D

T
.�312:�I-400

）
も
含
め
て
、
さ
ら
に

綿
密
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
17
）
た
と
え
ば
、
と
り
わ
け
「
孤
独
」（
ま
た
そ
の
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
あ

り
方
と
な
る
「
思
考
」
の
営
み
）
と
自
発
性
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
い
く

つ
か
の
観
点
か
ら
補
足
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
入
り
く
ん
だ
議
論
を
要
す
る
一
方
で
、
本
稿
の
主
題
か

ら
は
少
し
外
れ
た
考
察
と
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
18
）
自
発
性
と
他
者
へ
の
呼
応
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
他
者
と
の
「
日
常

の
会
話
」
を
例
と
し
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
以
下
も
参
照

の
こ
と
。A

rnold,�A
cross the G

reat D
ivide,�pp.�98-99.�

た
だ
し
同

書
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
自
由
概
念
の
い
わ
ば
一
義
性
が
主
張
さ
れ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
政
治
的
自
由
と
自
発
性
の
自
由
、
ま
た
複
数
性
と
自
発

性
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
本
稿
の
関
心
と
問
題
設
定
は
そ
も
そ
も
素
通
り
さ

れ
て
い
る
。

（
19
）
本
稿
「
上
」
の
註
（
15
）
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
芸

術
論
の
仔
細
、
ま
た
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は

課
題
と
し
な
い
。

（
20
）Cf.�Levinas,�A

ltérité et transcendance,�p.�111

／
訳
書
、
一
〇

六-

一
〇
七
頁
、
参
照
。

（
21
）
自
発
性
の
自
由
の
こ
う
し
た
二
面
的
な
成
り
立
ち
は
、
た
と
え
ば

（
や
や
別
の
文
脈
で
は
あ
る
が
）、「
人
生
の
物
語
」（Lebensgeschich-

te

）
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
次
の
よ
う
な
一
節
か
ら
看
取
す
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。「
誰
か
が
物
語
を
始
め
た
の
で
あ
り
、
行
為
し
つ
つ
物
語
を

演
じ
か
つ
被
っ
た
（dargestellt�und�erlitten�haben

）
の
だ
が
、
そ

の
物
語
を
案
出
し
た
（ersonnen�

haben

）
者
は
誰
も
い
な
い
」（V

A
.�

227:�233
）。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
自
発
的
行
為
の
あ
り
方
、
そ
し
て
ま
た

そ
れ
と
政
治
的
自
由
と
の
関
連
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
責
任
」
概
念
（
ま

（
13
）
こ
う
し
た
点
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
比
較
的
早

い
時
期
の
論
考
（「
実
存
哲
学
と
は
何
か
」）
か
ら
、
ご
く
印
象
的
な
一
節

を
引
い
て
お
く
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
に
論
及
す
る
文
脈
で
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
私
が
現
実
を
思
考
の
う
ち
に
解
消
し
え
な
い

こ
と
は
、
私
の
潜
在
的
な
自
由
の
勝
利
と
な
る
。
逆
説
的
に
表
現
す
れ
ば
、

私
は
、
私
自
身
を
創
っ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
の
み
、
自
由
な
の
で
あ
る

（O
nly�because�I�have�not�m

ade�m
yself�am

�I�free

）。
も
し
私
が

私
自
身
を
創
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
私
は
私
自
身
を
予
見
す
る
（foresee�

m
yself

）
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
不
自
由
に
な
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
」（EIU

.�184:�I-249

）。

（
14
）
こ
の
よ
う
な
行
為
の
自
発
性
に
か
ん
し
て
、
や
や
異
な
る
文
脈
の
言

葉
を
も
ち
い
て
補
っ
て
お
く
と
す
れ
ば
、
自
発
的
な
こ
と
が
ら
は
、「
つ

く
り
だ
さ
れ
る
」（be�

m
ade

）
と
い
う
よ
り
、
い
わ
ば
「
突
発
す
る
」

（break�out

）
の
で
あ
る
（cf.�M

D
T

.�52:�8�6
）。

（
15
）
自
発
性
の
自
由
に
お
け
る
受
動
的
な
モ
メ
ン
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
た

と
え
ば
以
下
も
参
照
。
森
一
郎
『
死
と
誕
生
』、
一
一
九
頁
、
一
四
〇-

一
四
一
頁
等
。
た
だ
し
同
書
で
は
、
自
発
性
の
「
前
政
治
性
」
に
か
か
わ

る
問
題
設
定
が
本
稿
と
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

（
16
）
た
だ
し
、
自
発
的
な
行
為
も
ま
た
呼
応
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
あ
る
種

の
反
応
と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
反
応
」（
な
い
し
「
反
作
用
」）

（reakition:�Reaktion

）
と
自
発
的
な
行
為
と
が
端
的
に
対
立
す
る
と
い

う
の
で
は
な
い
。
自
発
性
に
対
立
す
る
の
は
、「
反
応
」
そ
の
こ
と
で
は

な
く
、
い
わ
ば
「
予
測
さ
れ
た
反
応
」（anticipated�

reaction

）
で
あ

る
と
い
え
る
（cf.�LM

.�2-14:�II-16

）。
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
に
お
け
る

「
反
応
」
の
概
念
の
立
ち
入
っ
た
分
析
は
こ
こ
で
は
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
た
と
え
ば
、「
赦
し
、
同
情
、
和
解
」
の
あ
り
方
と
し
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
「
本
来
の
自
発
的
な

0

0

0

0

反-

作
用
」（die�eigentliche�spontane�
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（
青
木
隆
嘉
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年

E
:�E

ichm
ann in Jerusalem

. A
 R

eport on the Banality of E
vil�

（1963/68

）,�Penguin�Classics,�2006

／
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ

マ
ン
』（
大
久
保
和
郎
訳
）
み
す
ず
書
房
、
新
装
版
、
一
九
九
四
年

EIU
:�E

ssays in U
nderstanding 1930-1954,�Jerom

e�K
ohn�

（ed.

）,�
H

arcourt�Brace�&
�Com

pany,�1994

／
『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
集

成
』（
齋
藤
純
一
ほ
か
訳
）
み
す
ず
書
房
、
全
二
巻
〔『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治

思
想
集
成
1�

組
織
的
な
罪
と
普
遍
的
な
責
任
』、『
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思

想
集
成
2
理
解
と
政
治
』〕、
二
〇
〇
二
年

EU
:�

E
lem

ente 
und 

U
rsprünge 

totaler 
H

errschaft�

（1955

）,�
U

ngekürzte�T
aschenbuchausgabe,�Piper,�1986

／
『
全
体
主
義
の

起
原
』（
大
久
保
和
郎
ほ
か
訳
）
み
す
ず
書
房
、
全
三
巻
〔『
全
体
主
義
の

起
原
1�

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
』、『
全
体
主
義
の
起
原
2�

帝
国
主
義
』、『
全
体

主
義
の
起
原
3
全
体
主
義
』〕、
新
装
版
、
一
九
八
一
年

H
C

:�T
he H

um
an Condition�

（1958

）,�2
nd�edition,�T

he�U
niversity�

of�Chicago�Press,�1998

／
『
人
間
の
条
件
』（
志
水
速
雄
訳
）
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年

LK
:�Lectures on K

antʼs Political Philosophy,�Ronald�Beiner�（ed.

）,�
T

he�U
niversity�of�Chicago�Press,�1982

／
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の

講
義
』（
浜
田
義
文
監
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七
年

LM
:�T

he Life of the M
ind,�O

ne-volum
e�Edition,�H

arcourt�Brace,�
1978

／
『
精
神
の
生
活
』（
佐
藤
和
夫
訳
）
岩
波
書
店
、
上
・
下
〔『
精

神
の
生
活
上
第
一
部
思
考
』、『
精
神
の
生
活
下
第
二
部
意
志
』〕、

一
九
九
四
年

M
D

T
:�M

en in D
ark T

im
es�

（1968

）,�H
arcourt�Brace�&

�Com
pany,�

1968
／
『
暗
い
時
代
の
人
々
』（
阿
部
齊
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇

〇
五
年

た
「
個
人
的
責
任
」
と
「
政
治
的
責
任
」
と
の
関
係
）
に
つ
い
て
考
察
す

る
う
え
で
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
も
ち
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿

「
上
」
の
註
（
14
）
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に

責
任
（
わ
け
て
も
「
個
人
の
責
任
」）
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
場
合
、
自

発
的
な
行
為
に
お
け
る
行
為
者
自
身
の
意
図
を
超
え
る
モ
メ
ン
ト
の
あ
り

方
、
あ
る
い
は
行
為
の
「
私
」
へ
の
帰
属
に
か
ん
す
る
あ
る
種
の
不
明
瞭

さ
が
、
お
そ
ら
く
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
そ
う
し
た
帰
属
が
い
わ
ば
公
共
的
に
、
そ
し

て
事
後
的

0

0

0

な
か
た
ち
で
明
確
に
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
次
の
よ
う
な
ア
ー

レ
ン
ト
の
視
点
は
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。「
物
語
の
主
人
公

（H
eld

）
が
誰
で
あ
る
か
は
、
物
語
ら
れ
う
る
こ
と
を
媒
質
と
し
て
の
み
、

そ
れ
ゆ
え
事
が
起
こ
っ
た
あ
と
で
（ex�post�facto

）
こ
そ
、
把
握
可
能

な
意
味
豊
か
な
あ
り
方
で
現
わ
れ
る
」（V

A
.�231:�237

）。

文
献
一
覧
（「
上
」・「
下
」
全
体
）

Ⅰ
．
ア
ー
レ
ン
ト
（A

rendt, H
annah

）
の
文
献

BPF
:�Betw

een Past and Future. E
ight E

xercises in Political 
T

hought�

（1961/68

）,�Penguin�Classics,�2006

／
『
過
去
と
未
来
の

間
』（
引
田
隆
也
・
齋
藤
純
一
訳
）
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年

CR
:�Crises of the R

epublic�

（1972

）,�H
arcourt�Brace�&

�Com
pany,�

1972

／
『
暴
力
に
つ
い
て
　

―
　

共
和
国
の
危
機
』（
山
田
正
行
訳
）
み
す

ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年

D
T

:�
D

enktagebuch 
1950-1973,�

U
rsula�

Ludz�
und�

Ingeborg�
N

ordm
ann�

（H
g.

）,�U
ngekürzte�T

aschenbuchausgabe,�Piper,�
2020

／
『
思
索
日
記
Ⅰ

1950-1953

』・『
思
索
日
記
Ⅱ

1953-1973

』
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由
論
の
系
譜
』
行
人
社
、
一
九
八
七
年
、
所
収

Berlin,�Isaiah:�T
w

o�Concepts�of�Liberty�

（1958

）,�in�Berlin,�

（ed.�
by�H

enry�H
ardy

）,�Liberty,�O
xford�U

niversity�Press,�2002

／

「
二
つ
の
自
由
概
念
」（
生
松
敬
三
訳
）、『
自
由
論
』
み
す
ず
書
房
、
一
九

七
一
年
、
所
収

Bram
hall,�John:�Bram

hallʼs�discourse�of�liberty�and�necessity,�in�
V

ere�Chappell�

（ed.

）,�H
obbes and Bram

hall on Liberty and 
N

ecessity,�Cam
bridge�U

niversity�Press,�1999.
Brunkhorst,�H

auke:�Equality�and�elitism
�in�A

rendt,�in�D
ana�

V
illa�

（ed.

）,�T
he Cam

bridge Com
panion to H

annah A
rendt,�

Cam
bridge�U

niversity�Press,�2000
Burke,�Edm

und:�T
houghts on the Cause of the Present D

is�
contents�

（1770

）,�in�T
he W

orks of T
he R

ight H
onourable E

d�
m

und Burke in tw
elve volum

es,�John�C.�N
im

m
o,�1887,�vol.�1

／

『
現
代
の
不
満
の
原
因
を
論
ず
』（
中
野
好
之
訳
）、『
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー

ク
著
作
集
』
み
す
ず
書
房
、
第
一
巻
、
一
九
七
三
年
、
所
収

Butler,�Judith:�N
otes T

ow
ard a Perform

ative T
heory of A

s�
sem

bly,�H
arvard�U

niversity�Press,�2015

／
『
ア
セ
ン
ブ
リ
　

―
　

行

為
遂
行
性
・
複
数
性
・
政
治
』（
佐
藤
嘉
幸
・
清
水
和
子
訳
）
青
土
社
、

二
〇
一
八
年

H
aberm

as,�
Jürgen:�

D
as�

Sprachspiel�
verantw

ortlicher�
U

rhe-�
berschaft�und�das�Problem

�der�W
illensfreiheit,�in�H

ans-Peter�
K

rüger�（H
rsg.

）, H
irn als Subjekt? Philosophische G

renzfragen 
der N

eurobiologie,�A
kadem

ie,�2007
H

euer,�W
olfgang�/�H

eiter�Bernd�/�Rosenm
üller,�Stefanie�（H

rsg.

）:��
A

rendt H
andbuch. LebenW

erkW
irkung,�J.�B.�M

etzler,�2011
H

offm
ann,�T

hom
as�S.:�Spontaneität,�in�Joachim

�Ritter�und�K
arl-�

O
R

:�O
n R

evolution�（1963/65

）,�Penguin�Classics,�2006

／
『
革
命
に

つ
い
て
』（
志
水
速
雄
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年

O
T

:�T
he O

rigins of T
otalitarianism

�（1951/58

）,�Penguin�Classics,�
2017

／
『
全
体
主
義
の
起
原
』、
全
三
巻

PP
:�T

he Prom
ise of Politics,�Jerom

e�K
ohn�

（ed.

）,�Schocken�
Books,�2005

／
『
政
治
の
約
束
』（
高
橋
勇
夫
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
一
八
年

RJ:�R
esponsibility and Judgm

ent,�Jerom
e�K

ohn�

（ed.

）,�Schocken�
Books,�2003

／
『
責
任
と
判
断
』（
中
山
元
訳
）
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七

年

V
A

:�V
ita activa oder V

om
 tätigen Leben 

（1960

）,�U
ngekürzte�

T
aschenbuchausgabe,�Piper,�2002

／
『
活
動
的
生
』（
森
一
郎
訳
）

み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
五
年

W
P

:�W
as ist Politik? Fragm

ente aus dem
 N

achlaß,�U
rsula�Ludz�

（H
g.

）,�Piper,�2003

／
『
政
治
と
は
何
か
』（
佐
藤
和
夫
訳
）
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
四
年

Ⅱ
．
そ
れ
以
外
の
文
献

A
ristoteles:�E

thica N
icom

achea,�O
xford�Classical�T

exts,�1894
／

『
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

A
rnold,�Jerem

y:�A
cross the G

reat D
ivide. Betw

een A
nalytic and 

Continental Political T
heory,�Stanford�U

niversity�Press,�2020
Beiner,�

Ronald:�
A

ction,�
N

atality�
and�

Citizenship.�
H

annah�
A

rendtʼs�Concept�of�Freedom
,�in�Zbigniew

�Pelczynski�/�John�
Gray�

（eds.

）,�Conceptions of Liberty in Political Philosophy,�
T

he�A
thlone�Press,�1984

／
「
ア
ー
レ
ン
ト
」（
齋
藤
純
一
訳
）、『
自
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『
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
選
集
』
現
代
思
潮
社
、
第
二
巻
、
一
九
六

九
年
、
所
収

　

―
　D
ie�K

rise�der�Sozialdem
okratie�（Junius-Broschüre

）�（1915/16

）,�
in�A

usgew
ählte R

eden und Schriften,�Bd.I

／
「
社
会
民
主
党
の
危

機
（
ユ
ニ
ウ
ス
・
ブ
ロ
シ
ュ
ー
レ
）」（
片
岡
啓
治
訳
）、『
ロ
ー
ザ
・
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
選
集
』、
第
三
巻
、
一
九
六
九
年
、
所
収

M
archart,�O

liver:�N
atalität/A

nfangen,�in�H
euer�et�al.�

（H
rsg.

）,�
A

rendt H
andbuch. LebenW

erkW
irkung.

Sartre,�Jean-Paul:�Lʼêtre et le néant. E
ssai dʼontologie phéno�

m
énologique,�Gallim

ard,�1943

／
『
存
在
と
無
　

―
　

現
象
学
的
存
在
論

の
試
み
』（
松
浪
信
三
郎
訳
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
第
Ⅰ-

Ⅲ
巻
、
二
〇

〇
七-

八
年

Sgarbi,�M
arco:�K

ant on Spontaneity,�Bloom
sbury,�2013

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』（
服
部
英
次
郎
ほ
か
訳
）
岩
波
文
庫
、
全

五
巻
、
一
九
八
二-

九
一
年

カ
ノ
ヴ
ァ
ン
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
』（
寺

島
俊
穂
訳
）
未
來
社
、
一
九
九
五
年

川
崎
修
『
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
理
論

―
ア
レ
ン
ト
論
集
Ⅰ
』
岩
波

書
店
、
二
〇
一
〇
年

木
前
利
秋
「「
始
ま
り
」
の
構
想
力
　

―
　

唯
一
性
と
複
数
性
の
あ
い
だ
」、

『
現
代
思
想
』
一
九
九
七
年
七
月
号
、
所
収

齋
藤
純
一
『
自
由
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年

　

―
　

「
自
由
論
　

―
　

複
数
性
の
も
と
で
「
動
く
」
自
由
」、
日
本
ア
ー
レ
ン

ト
研
究
会
（
編
）『
ア
ー
レ
ン
ト
読
本
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
〇

年
、
所
収

斎
藤
慶
典
『
私
は
自
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
　

―
　

〈
責
任
と
い
う
自
由
〉
の

fried�Gründer�

（H
rsg.

）,�H
istorisches W

örterbuch der Philo�
sophie,�Schw

abe,�Bd.�9,�1995
H

onneth,�A
xel:�D

as A
ndere der G

erechtigkeit. A
ufsätze zur 

praktischen Philosophie,�Suhrkam
p,�2000

／
『
正
義
の
他
者
　

―
　

実
践
哲
学
論
集
』（
加
藤
泰
史
・
日
暮
雅
夫
ほ
か
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
五
年

K
ant,�Im

m
anuel:�K

ritik der reinen V
ernunft�

（1781/87

）,�Felix�
M

einer,�1971.

／
『
純
粋
理
性
批
判
』（
有
福
孝
岳
訳
）、『
カ
ン
ト
全
集
』

岩
波
書
店
、
第
四-

六
巻
、
二
〇
〇
一-

六
年
、
所
収

　

―
　G

rundlegung zur M
etaphysik der Sitten�

（1785

）,�in�K
antʼs 

gesam
m

elte Schriften,�hrsg.�von�der�K
öniglich�Preußischen�

A
kadem

ie�der�W
issenschaften,�Bd.�IV

,�1911

／
『
道
徳
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』（
宇
都
宮
芳
明
訳
）
以
文
社
、
一
九
八
九
年

　

―
　M

etaphysik 
L

1  
K

osm
ologie, 

Psychologie, 
T

heologie 
nach 

Pölitz,�in�K
antʼs gesam

m
elte Schriften,�Bd.X

X
V

III.�1.H
älfte,�

1968

／
『
形
而
上
学
L1
』、『
カ
ン
ト
全
集
』、
第
一
九
巻
、
二
〇
〇
二
年
、

所
収

K
enny,�A

nthony:�Freedom
,�spontaneity�and�indifference,�in�T

ed�
H

onderich�

（ed.

）,�E
ssays on Freedom

 of A
ction,�Routledge,�

2015
Levinas,�Em

m
anuel:�A

ltérité et transcendance,�Fata�M
organa,�

1995

／
『
他
性
と
超
越
』（
合
田
正
人
・
松
丸
和
弘
訳
）
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
〇
一
年

Luxem
burg,�Rosa:�M

assenstreik,�Partei�und�Gew
erkschaften�

（1906

）,�in�A
usgew

ählte R
eden und Schriften,�hrsg.�von�M

arx-
Engels-Lenin-Institut�beim

�ZK
�der�SED

,�D
ietz,�Bd.�I,�1951

／

「
大
衆
ス
ト
ラ
イ
キ
・
党
お
よ
び
労
働
組
合
」（
河
野
信
子
・
谷
川
雁
訳
）、



　

自
発
性
と
複
数
性�

二
二

��131��

形
而
上
学
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年

千
葉
眞
『
ア
ー
レ
ン
ト
と
現
代

―
自
由
の
政
治
と
そ
の
展
望
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年

バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｊ
．『
暴
力
　

―
　

手
す
り
な
き
思
考
』

（
齋
藤
元
紀
監
訳
、
梅
田
孝
太
ほ
か
訳
）
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
〇

年
橋
爪
大
輝
「
活
動
／
行
為
　

―
　

そ
れ
は
語
り
な
の
か
」、『
ア
ー
レ
ン
ト
読

本
』、
所
収

森
一
郎
『
死
と
誕
生
　

―
　

ハ
イ
デ
ガ
ー
・
九
鬼
周
造
・
ア
ー
レ
ン
ト
』
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年

森
川
輝
一
『〈
始
ま
り
〉
の
ア
ー
レ
ン
ト
　

―
　

「
出
生
」
の
思
想
の
誕
生
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年

ヤ
ン
グ=

ブ
ル
ー
エ
ル
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
　

―
　

〈
世

界
へ
の
愛
〉
の
物
語
』（
大
島
か
お
り
ほ
か
訳
）
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二

一
年

＊�

本
稿
は
、（「
上
」
に
引
き
続
き
、）
二
〇
二
〇
年
度
東
京
経
済
大
学
共
同

研
究
助
成
費
（
研
究
番
号D

20-3

）
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。


