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一

哲
学
と
政
治

―
― 

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
行
為
論
に
即
し
て 

―
―

円
　
谷
　
裕
　
二

は
じ
め
に

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
み
ず
か
ら
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
︑
言
語
を
介
し
た
相
互
的
な
活
動
と
い
う
独
自
の
行
為
論
を
展
開
し

て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
彼
女
は
︑
伝
統
的
な
従
来
の
政
治
思
想
や
倫
理
思
想
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
現
象
学
的
破
壊
と
い
う
方
法
を

採
用
す
る
（
１
）︒
こ
の
方
法
は
伝
統
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
論

4

4

4

に
対
す
る
批
判
と
い
う
仕
方
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑

新
た
な
行
為
論
や
︑
道
徳
と
政
治
の
新
た
な
関
係
と
か
︑
さ
ら
に
は
支
配
や
権
力
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
独
自
の
解
釈
な
ど
が
打

ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

伝
統
的
な
行
為
論
は
︑
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
行
為
の
存
在
論
的
ア
ポ
リ
ア
︑
す
な
わ
ち
︑
彼
女
の
考
え
る
本
来
の
行
為
の
在

り
方
に
不
可
避
的
に
伴
う
構
造
的
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
解
決
法
な
い
し
回
避
策
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒
伝
統
的

な
ア
ポ
リ
ア
解
決
法
︑
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
行
為
論
・
哲
学
・
政
治
思
想
と
は
︑
概
し
て
言
え
ば
︑
次
の
二
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
︒

一
方
は
︑「
活
動
的
生vita activa

」
の
三
様
態
で
あ
る
労
働A

rbeit

・
制
作H

erstellen

・
行
為H

andeln

の
う
ち
︑
行
為
を
制
作

に
置
き
換
え
て
し
ま
う
行
為
論
︑
つ
ま
り
制
作
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
行
為
論
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
行
為
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
消



二

を
︑
行
為
自
身
に
即
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

で
は
な
く
︑
つ
ま
り
行
為
そ
の
も
の
の
う
ち
に
ひ
そ
む
能
力
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
︑
行
為
の
外
部
に
位

置
す
る
制
作
に
依
拠
し
て
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
行
為
を
行
為
な
ら
ざ
る
も
の
へ
と
変
様
さ
せ
て
し
ま
う
︒

他
方
は
︑
行
為
を
︑
世
界
や
他
者
を
条
件
と
す
る
公
的
領
域
で
の
活
動
と
し
て
で
は
な
く
︑
内
面
的
意
志
に
還
元
し
て
し
ま
う
行

為
論
で
あ
り
︑
行
為
の
本
来
の
舞
台
で
あ
る
現
実
の
世
界
か
ら
退
却
し
て
︑
想
像
上
の
内
的
領
域
に
逃
げ
込
み
︑
そ
こ
に
︿
真
の
﹀

自
由
（
意
志
の
自
由
）
を
発
見
す
る
と
い
う
対
処
法
で
あ
る
︒

ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
れ
ら
二
種
の
伝
統
的
行
為
論
と
の
対
決
を
と
お
し
て
︑
完
全
な
解
決
な
ど
不
可
能
な
行
為
の
存
在
論
的
ア
ポ
リ

ア
に
対
し
て
︑
あ
く
ま
で
も
行
為
や
行
為
の
場
で
あ
る
「
現
わ
れ
空
間Erscheinungsraum

」
と
し
て
の
公
的
世
界
に
即
し
な
が
ら

対
処
し
て
い
こ
う
と
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ト
の
行
為
論
が
ひ
い
て
は
彼
女
に
固
有
の
政
治
哲
学
を
際
立
た
せ
る
こ

と
に
も
な
る
︒

本
稿
で
は
︑
ま
ず
︑
行
為
に
必
然
的
に
伴
う
ア
ポ
リ
ア
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
を
考
察
し
（
第
一
節
）︑
次
に
︑
伝
統
的
行

為
論
の
う
ち
︑
ま
ず
「
行
為
を
制
作
に
置
き
換
え
る｣

行
為
論
を
取
り
上
げ
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
（
第
二
節
）︑
さ
ら
に
︑
内

的
な
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
論
と
そ
の
問
題
点
を
吟
味
し
（
第
三
節
）︑
最
後
に
︑
行
為
の
存
在
論
的
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
ア
ー

レ
ン
ト
自
身
の
対
処
法
で
あ
る｢

赦
しVerzeihen｣
と｢

約
束Versprechen｣

の
能
力
に
つ
い
て
そ
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る

（
第
四
節
）︒

第
一
節　

行
為
の
ア
ポ
リ
ア

行
為
に
不
可
避
的
に
付
き
ま
と
う
次
の
三
つ
の
難
問A

porie

は
︑
同
時
に
︑
行
為
の
存
在
論
的
構
造
そ
の
も
の
を
構
成
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
︒
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行
為
に
固
有
の
諸
ア
ポ
リ
ア
︑
す
な
わ
ち
︑
結
果
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
ず
﹇
①
行
為
の
予
測
不
可
能
性

U
nabsehbarkeit

﹈︑
い
っ
た
ん
始
ま
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
元
通
り
に
は
で
き
ず
﹇
②
行
為
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ

U
nw

iderruflichkeit

﹈︑
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
各
個
人
に
責
任
を
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
い
﹇
③
行
為

の
帰
責
不
可
能
性
﹈︒（VA

  § 31,279/286

）

行
為
の
存
在
論
的
構
造
を
な
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
︑
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
る
︒

行
為
の
ア
ポ
リ
ア
は
ど
れ
も
︑
人
間
の
実
存m

enschliche Existenz

が
複
数
性

4

4

4Pluralität

と
い
う
条
件

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
帰
着
す
る
が
︑
そ
の
複
数
性
が
な
か
っ
た
ら
︑
現
わ
れ
空
間
も
公
的
領
域öffentlicher B

ereich

も
あ
り
え
な

い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
複
数
性
を
支
配
﹇
な
い
し
解
消
﹈
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
︑
公
共
性
一
般
を
廃
棄
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と

と
︑
つ
ね
に
同
義
と
な
る
︒（VA

  § 31,279/286
）

ま
ず
こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
留
意
す
べ
き
こ
と
は
︑
行
為
の
ア
ポ
リ
ア
が｢

公
的
領
域｣

を
可
能
に
す
る
人
間
実
存
の｢

複
数
性｣

に
起
因
し
︑
そ
れ
ゆ
え
そ
の
ア
ポ
リ
ア
を
全
面
的
に
解
決
す
る
こ
と
な
ど
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
行
為
の
ア
ポ
リ
ア
に

対
し
て
は
︑
そ
れ
ら
を
完
全
に
克
服
し
た
り
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
︑
例
え
ば
︑
専
制
（
的
一
者
）
と
か
全
体
主
義
に
よ
る
複
数

性
の
抹
殺
は
︑
公
共
性
そ
れ
自
体
の
破
壊
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
︑
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
る
政
治
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
し
て
し
ま

う
︒
こ
の
こ
と
が
︑
行
為
に
付
き
ま
と
う
ア
ポ
リ
ア
は
同
時
に
行
為
の
存
在
論
的
構
造
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ

る
︒
こ
の
点
を
十
分
に
弁
え
て
お
く
こ
と
が
︑
ア
ー
レ
ン
ト
の
行
為
論
を
理
解
す
る
う
え
で
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
伝
統
的
な
行
為
論
は
︑
克
服
し
が
た
い
ア
ポ
リ
ア
の
必
然
性
を
十
分
に
洞
察
せ
ず
に
︑
ア
ポ
リ
ア
を
完
全
に
解
決
し
て



四

し
ま
う
よ
う
な
行
為
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
き
た
︒
そ
れ
で
は
伝
統
的
な
哲
学
や
倫
理
思
想
や
政
治
思
想
は
こ
れ
ら
の
ア
ポ
リ
ア

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
方
法
で
接
近
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は
ア
ポ
リ
ア
に
対
し
て
ど
の
よ

う
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
つ
も
り
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
本
稿
第
四
節
で
詳
論
す
る
よ
う
に
︑
例
え
ば
︑
行
為
の
予
測
不
可
能
性
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
対
し
て

は｢

約
束｣
に
よ
っ
て
︑
ま
た
行
為
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
に
対
し
て
は｢

赦
し｣

に
よ
っ
て
対
処
す
る
と
い
う
よ
う
に
︑
け
っ

し
て
潜
在
的
に
よ
り
い
っ
そ
う
高
次
の
︑「﹇
行
為
と
は
﹈
別
種
の
能
力
」（VA

 § 33,301/309

）
の
う
ち
に
で
は
な
く
︑｢

行
為
そ
れ

自
身
﹇
に
内
在
す
る
も
の
﹈
の
可
能
性
」（VA

 § 33,301/310

）
の
う
ち
に
こ
そ
︑
ア
ポ
リ
ア
か
ら
の
救
済
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い

4

4

4

4

4

4

︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ア
ポ
リ
ア
が
あ
く
ま
で
も
行
為
の
必
然
的
な
存
在
論
的
構
造
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
︑｢

約
束｣

と

｢

赦
し｣

と
い
う
救
済
策
も
︑
け
っ
し
て
十
分
な
解
決
法
な
の
で
は
な
い
し
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
も
そ
も
全
面
的
な
い
し
完
全
な
ア

ポ
リ
ア
の
排
去
が
可
能
な
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
︑
わ
れ
わ
れ
は
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
行
為
は
予
測
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
未
来
の
予
測
の
つ
か
な
さ
に

は
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
理
由
が
あ
る
︒

第
一
の
理
由
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
︒

予
測
の
つ
か
な
さ
の
根
源
は
︑
人
間
と
い
う
存
在
が
原
理
的
に
変
わ
り
や
す
く
当
て
に
な
ら
な
い U

nzuverlässigkeit 

と
い

う
点
に
存
す
る
︒
自
分
が
明
日
誰
に
な
っ
て
い
る
か
を
︑
今
日
請
け
合
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
が
︑
人
間
な
の
だ
︒（VA

 § 

34,311/321

）

｢

当
て
に
な
ら
な
さ｣

は
人
間
の
存
在
構
造
そ
の
も
の
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
︒
人
間
が
自
分
自
身
を
完
全
に
信
用
で
き
な
い
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と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
れ
は
︑
人
間
と
は
︑
デ
カ
ル
ト
や
カ
ン
ト
の
伝
統
的
人
間
観
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
︑
自
己
同
一
的
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
︒
も
し
も
人
間
が
た
え
ず
自
己
同
一
性
を
維
持
す
る
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
︑
自
然
の
規
則
的
運
動
が
予
測
可
能
で

あ
る
よ
う
に
︑
人
間
の
行
為
も
予
測
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
り
︑
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
人
間
は
︑
自
然
と
同
様
に
必
然
的
存
在
に

な
り
︑
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
人
間
か
ら
自
由
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
︑
何
か
を
新
し
く
始
め
る
と
い
う
行
為
の
本
来
の
在
り
方

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
失

わ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
意
味
に
お
い
て
︑
人
間
の
実
存
は
自
然
の
必
然
性
と
は
異
な
っ
て
不
確
か
な
存
在
で
あ
り
偶
然
性
を
孕
む
存

在
な
の
で
あ
る
︒

た
し
か
に
︑
こ
の
不
確
実
性
や
頼
り
な
さ
は
一
見
す
る
と
人
間
存
在
の
欠
陥
だ
と
見
な
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
し
か
し
そ
う

だ
か
ら
と
い
っ
て
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
欠
陥
か
と
言
え
ば
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
欠
陥
は
同

時
に
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
︒

だ
が
こ
れ
﹇
人
間
の
当
て
に
な
ら
な
さ
﹈
は
︑
人
間
が
自
由
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
と
引
き
換
え
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
代
償
な
の
で

あ
る
︒（VA

 § 34,312/321

）

ア
ー
レ
ン
ト
は
︑
人
間
の
非
同
一
的
な
在
り
方
が
か
え
っ
て
人
間
の
自
由
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
︒
こ
の
点
を
忘
却
し

て
︑
行
為
の
不
確
か
さ
を
克
服
し
て
行
為
の
帰
結
を
予
測
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
行
為
論
は
︑
行
為
そ
の
も
の
に
対
す

る
根
本
的
な
誤
解
に
発
す
る
と
言
え
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
行
為
論
こ
そ
が
︑｢

行
為
を
制
作
に
置
き
換
え
る｣

伝
統
的

行
為
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
論
し
よ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
自
己
の
不
確
か
さ
や
不
安
定
性
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
よ
う
と
は
せ
ず
に
︑
む
し
ろ
認
識
や
道
徳
の
確
実
性
の
根
拠
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を
自
我
の
同
一
性
や
自
己
意
識
の
同
一
性
に
求
め
よ
う
と
し
て
き
た
の
が
︑
哲
学
の
︑
と
く
に
近
代
哲
学
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
︒

デ
カ
ル
ト
以
来
︑
人
間
の
自
己
同
一
性
こ
そ
が
哲
学
の
原
理
に
据
え
ら
れ
て
き
た
︒
今
日
の
自
分
は
昨
日
か
ら
継
続
し
て
い
る
同
一

の
自
分
で
あ
り
︑
明
日
の
自
分
へ
と
つ
な
が
る
自
分
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
︒
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
人
間
は
ま
た
︑
過
去
の
自
分

の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
︑
と
い
う
よ
う
に
︑
人
間
の
自
己
同
一
性
が
人
間
の
自
己
責
任
︑
つ
ま
り
帰
責

可
能
性
の
根
拠
と
も
見
な
さ
れ
て
き
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
人
間
の
行
為
に
は
不
可
避
的
に
「
帰
責
主
体
の
同
定
不
可
能
性｣

（VA
 § 

25,228/234

）
と
い
う
困
難
が｢

非
常
に
基
本
的
な
本
性
の
も
の
」（VA

 § 25,229/234

）
と
し
て
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
の
だ
︒
こ

う
し
て
︑
上
述
の
︑
行
為
の
第
三
の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
帰
責
不
可
能
性
の
理
由
も
ま
た
︑
人
間
の｢

当
て
に
な
ら
な
さ｣

に
存
す
る

こ
と
が
窺
知
さ
れ
よ
う
︒

そ
れ
で
は
な
ぜ
︑
近
代
に
お
い
て
は
自
己
同
一
性
を
信
じ
る
よ
う
な
人
間
観
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

自
己
同
一
性
へ
の
信
仰
の
根
底
に
は
︑
自
分
の
こ
と
は
自
分
が
一
番
よ
く
知
っ
て
お
り
︑
自
己
の
領
域
と
は
︑
他
者
に
よ
る
接
近

を
許
さ
な
い
固
有
の
領
域
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
自
分
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
た
り
直
観
さ
れ
る
内
的
自
己
こ
そ
が
本
来
の
自
己
な
の

だ
と
い
う
考
え
方
が
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
や
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
に
そ
の
哲
学
的

基
礎
を
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
︑
ド
イ
ツ
観
念
論
を
経
て
︑『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
本
来
性
」
概
念

に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
自
己
意
識
や
自
己
直
観
の
確
実
性
に
依
拠
し
た
こ
の
よ
う
な
自
己
同
一
性
と
は
︑

け
っ
し
て
人
間
を
正
し
く
捉
え
た
も
の
で
は
な
く
︑
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
人
間
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

だ
︒
む
し
ろ
︑
自
分
が
誰
で
あ
る
か
は
自
分
自
身
に
よ
っ
て
で
は
な
く
︑
つ
ね
に
「
他
者
に
よ
る
確
証

4

4

4

4

4

4

4

」
が
必
要
な
の
だ
︒
と
い
う

の
も
︑
自
分
が
自
分
と
し
て
現
れ
出
る
の
は
あ
く
ま
で
も｢

複
数
性
を
条
件｣
に
せ
ざ
る
を
え
ず
︑｢

人
間
事
象
の
関
係
の
網
の
目｣
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（VA
 § 25,222/228

）
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
り
︑︿
他
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
﹀
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
︒

共
同
世
界
が
・
・
・
わ
れ
わ
れ
の
自
己
同
一
性
を
総
じ
て
は
じ
め
て
構
成
す
る
の
で
あ
る
︒（VA

 § 33,302/311

）

こ
の
よ
う
に
︑
他
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
お
い
て
こ
そ
自
分
が
自
分
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
︑
つ
ま
り
自
分
の
存
在
へ
の
信
頼
性

の
た
め
に
は
他
者
を
頼
り
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
︑
こ
の
こ
と
が
ま
た
︑
自
分
の
存
在
の
危
う
さ
︑
つ
ま
り
自
分
の｢

存

在
が
原
理
的
に
変
わ
り
や
す
く
当
て
に
な
ら
な
い｣

こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
の
だ
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑｢
他
者
に
よ
る
確
証｣

を
看
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る｢

自
己
同
一
性｣

と
は
︑
自
己
を
︑

他
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
現
れ
出
る
か
ぎ
り
で
の
自
己
と
し
て
で
は
な
く
︑
自
己
に
よ
っ
て
直
接
的
に
反
省
さ
れ
る
内
面
的
な
自
己
と

し
て
理
解
す
る
立
場
の
自
己
論
だ
と
言
え
よ
う
︒

第
二
に
︑
行
為
の
予
測
不
可
能
性
の
理
由
は
︑
上
述
の
よ
う
に
︑「
複
数
性
と
い
う
媒
質M

edium

」（VA
 § 34,312/321

）
に
依

拠
す
る
か
ら
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
で
は
︑
行
為
が
複
数
性
の
う
ち
を
動
く
と
い
う
こ
と
は
︑
さ
ら
に
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
︒

何
ら
か
の
行
な
い
の
帰
結
は
︑
じ
つ
の
と
こ
ろ
︑
こ
の
﹇
単
独
の
﹈
行
な
い
自
身
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
行
な
い
が

組
み
込
ま
れ
る
当
の
関
係
の
網
の
目

4

4

4

4

4

4B
ezugsgew

ebe

か
ら
︑
な
い
し
は
︑
等
し
い
行
為
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
対
等
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

者
た
ち
が
た
ま
た
ま
一
組
の
共
同
体
を
揃
っ
て
な
す
に
い
た
っ
た
当
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
の
布
置

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4K
onstellation

か
ら
︑生
じ
る
︒

（VA
 § 34,312/321

）
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こ
の
関
係
の
網
の
目
の
な
か
で
は
︑
無
数
の
意
図
や
目
的
が
︑
相
互
に
対
抗
し
合
い
な
が
ら
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
︒
そ
う
し

た
意
図
や
目
的
を
伴
っ
た
関
係
の
網
の
目
は
︑
行
為
が
そ
も
そ
も
繰
り
出
さ
れ
る
以
前
に
︑
す
で
に
つ
ね
に
現
に
そ
こ
に
存
在

し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
行
為
者
が
︑
も
と
も
と
当
人
に
思
い
浮
か
ん
だ
目
標
を
純
然
と
現
実
化
す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と

は
︑
ま
ず
あ
り
え
な
い
︒（VA

 § 25,226/232

）

行
為
が
︑
も
し｢
関
係
の
網
の
目｣

と
い
う｢

媒
質｣

を
度
外
視
で
き
る
よ
う
な
独
立
し
た
単
独
の
行
動
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
帰
結

は
容
易
に
予
測
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
︑
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
単
独
の
行
動
は
︑
ア
ー
レ
ン
ト
が
念
頭
に
置
く
本
来

の
行
為
つ
ま
り｢

共
同
の
行
為｣

な
い
し｢

政
治
的
行
為

4

4

4

4

4｣

で
は
な
い
︒

あ
る
い
は
︑｢

風
習
や
慣
習｣
（VA

 § 34,314/324

）
に
従
う
日
常
の
反
復
可
能
な｢

態
度
ふ
る
ま
いSich-Verhalten

」（VA
 § 

6,51ff./50ff.

）
も
ま
た
︑
あ
ら
か
じ
め
の
規
則
や
尺
度
に
従
う
か
ぎ
り
は
予
測
可
能
だ
と
言
え
よ
う
が
︑
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う

な
習
慣
的
行
為
や
道
徳
的
行
為
は
︑
す
で
に
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る｢

関
係
の
網
の
目
」
や｢

布
置｣

に
お
け
る｢

新
た
な
始
ま
り｣

（VA
 § 34,317/326f.

）︑｢

何
か
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
こ
とetw

as N
eues A

nfangen｣

（VA
 § 24,215/219

）
と
し
て
の
本
来
の
自

由
な
行
為
と
は
言
え
な
い
︒

人
間
は｢

人
間
事
象
の
網
の
目｣

に
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
行
為
せ
ざ
る
を
え
ず
︑
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
行
為

の
予
測
不
可
能
性
や
帰
責
不
可
能
性
の
根
拠
の
一
端
が
存
す
る
の
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
︑
た
し
か
に
人
間
実
存
に
と
っ

て
の
存
在
論
的
欠
陥
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ
と
と
も
に
生
き
る
喜
び

4

4

4

4

4

で
も
あ
る
の
だ
︒

こ
れ
﹇
予
測
不
可
能
性
﹈
は
︑
人
間
が
他
の
同
等
の
人
び
と
と
と
も
に
世
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
支
払
わ
ね
ば

な
ら
な
い
代
償
な
の
で
あ
る
︒
言
い
か
え
れ
ば
︑
そ
の
代
償
を
支
払
っ
て
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
︑
た
っ
た
一
人
で
い
る
の
で
は
な
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い
の
だ
と
い
う
喜
び
を
︑
そ
し
て
人
生
は
た
ん
な
る
夢
な
ど
で
は
な
く
そ
れ
以
上
の
何
か
な
の
だ
と
い
う
確
信
を
︑
享
受
し
う

る
の
で
あ
る
︒（VA

 § 34,312/321f.

）

第
二
節　

伝
統
的
な
行
為
論
と
そ
の
批
判
（
一
）
―
―
制
作
モ
デ
ル

と
こ
ろ
が
︑
伝
統
的
に
は
︑｢

行
為
に
付
き
ま
と
う
こ
の
ア
ポ
リ
ア｣

が
行
為
に
と
っ
て
の
不
可
避
的
な
存
在
論
的
ア
ポ
リ
ア
だ

と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
︑
行
為
の
本
来
の
在
り
方
を
忘
却
し
た
行
為
論
︑
お
よ
び
そ
れ
に
依
拠
し
た
哲
学
思
想
や
政
治
思
想
が

古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
連
綿
と
形
成
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
伝
統
思
想
の
根
強
さ
か
ら
脱
却
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど

不
可
能
な
ほ
ど
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
行
為
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
根
本
的
な
誤
解
が
西
洋
思
想
そ
の
も
の
の
本
流
を
な
し
て

き
た
か
ら
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
︑
行
為
は
︑｢

複
数
性
の
条
件｣

に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な

く
︑
特
定
の
行
為
者
に
よ
る
単
独
の
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑
し
た
が
っ
て
ま
た｢

目
的–

手
段
の
カ
テ
ゴ
リ
ーZw

eck-M
ittel-

K
ategorie

」（VA
 § 21,182ff.,u.a.m

./184ff.,u.a.m
.

）
に
よ
っ
て
理
解
可
能
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
︑
日
常
的
に
慣
れ
親
し
ん
だ
道

具
の
「
制
作
」
と
い
う
︑
活
動
的
生
の
一
様
態
の
モ
デ
ル
と
類
比
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
︒
か
く
し
て
制
作
モ
デ
ル
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
行
為
論
こ
そ
が
伝
統
的
な
行
為
論
の
主
流
を
な
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
︒

行
為
を
制
作
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
本
来
は
︑｢

人
間
事
象
の
関
係
の
網
の
目｣

な
い
し｢

複
数
性
の
条
件｣

の
も
と

で
こ
そ
現
れ
出
る
行
為
の
在
り
方
を｢

余
計
な
も
の｣

（VA
 § 31,278/285

）
と
見
な
す
行
為
論
が
︑
す
な
わ
ち
︑
行
為
の
本
質
的

構
造
を
な
す
存
在
論
的
ア
ポ
リ
ア
に
対
し
て
無
自
覚
な
い
し
無
頓
着
な
行
為
論
が
︑
ギ
リ
シ
ア
以
来
近
代
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
流

布
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
制
作
モ
デ
ル
は
︑「
行
為
を
︑﹇
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
﹈
行
為
自
身
の
外
部
に
立
て
ら
れ
た
目

的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る｣

（VA
 § 32,293/300

）
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
ま
た
手
段
に
す
ぎ
な



一
〇

い
制
作
は
︑
目
的
に
従
属
し
そ
れ
に
規
制
さ
れ
る
活
動
と
し
て｢

無
意
味
さSinnlosigkeit

」（VA
 § 33,301/309

）
の
烙
印
を
押
さ

れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
︒

た
し
か
に
︑
こ
の
伝
統
的
行
為
論
に
お
い
て
は
︑
前
節
で
述
べ
た
︑
行
為
に
必
然
的
に
伴
う
三
つ
の
ア
ポ
リ
ア
が
回
避
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ら
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑
制
作
と
は
︑
制
作
さ
れ
る
べ
き
目
的
（
生
産
物
）
な
り
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
イ
デ
ア
な
り
を
あ
ら
か
じ
め
設

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
当
然
な
が
ら
︑
手
段
と
し
て
の
制
作
と
い
う
活
動
の
結
果
が
予
測
可
能
な
も
の
に
な
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑

制
作
モ
デ
ル
の
比
喩
か
ら
な
る｢

目
的–

手
段
の
カ
テ
ゴ
リ
ー｣

に
従
う
行
為
論
に
お
い
て
は
︑
行
為
主
体
で
あ
る｢

人
間
と
い
う

存
在
の
原
理
的
な
当
て
に
な
ら
な
さ
」
を
度
外
視
す
る
こ
と
が
で
き
︑
人
間
の
制
作
活
動
に
絶
対
の
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
︒

第
二
に
︑
も
し
も
制
作
の
目
的
で
あ
り
結
果
で
も
あ
る
生
産
物
が
不
適
切
な
も
の
で
あ
れ
ば
適
切
な
別
の
も
の
を
新
た
に
生
産
す

る
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
目
的
と
し
て
の
生
産
物
が
誤
っ
た
手
段
の
た
め
に
実
現
で
き
な
い
場
合
に
は
別
の
新
た
な
制
作
手
段
に
よ
っ

て
目
的
を
達
成
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
て
行
為
を
制
作
モ
デ
ル
に
従
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑「
行
為
の
取
り

返
し
の
つ
か
な
さ
」
と
い
う
第
二
の
ア
ポ
リ
ア
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
さ
ら
に
︑
第
三
に
︑
生
産
物
の
製
作
者
は
あ
き
ら
か

に
同
定
可
能
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
行
為
主
体
の
帰
責
可
能
性
も
当
然
の
よ
う
に
成
立
し
う
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
制
作
モ
デ
ル
に
基
づ
く
こ
の
よ
う
な
行
為
論
は
︑
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
行
為
を
︑
単
独
で

4

4

4

可
能
な
制
作
術

や
技
術
知
に
還
元
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
︑｢

複
数
性
の
条
件｣

が
ま
っ
た
く
考
慮
外
で
あ
り
︑
複
数
性
の
も
と
で

し
か
現
象
し
え
な
い
行
為
の
在
り
方
や
︑
そ
の
行
為
に
不
可
避
的
に
伴
い
そ
れ
ゆ
え
に
全
的
な
解
決
が
不
可
能
な
ア
ポ
リ
ア
が
完
全

に
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
制
作
モ
デ
ル
に
よ
る
行
為
論
は
︑
そ
も
そ
も
行
為
そ
の
も
の
を
は
じ
め
か
ら
行
為
な
ら
ざ
る
制
作

と
混
同
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒｢

複
数
性｣

を
条
件
と
し
な
い
制
作
に
よ
っ
て
は
︑
そ
れ
を
条
件
と
す
る｢

政
治
的
な
も

4

4

4

4

4
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の4｣
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
︑
ア
ー
レ
ン
ト
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
制
作
的
行
為
論
を
行
為
の
理
解
と
し
て
不
適
切
だ
と
批
判

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
批
判
理
由
は
よ
り
根
本
的
に
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
︑
制
作
と
い
う
活
動
に
は
つ
ね
に
「
無
意
味
さ
」
が
ひ
そ
む
こ
と
︑
お
よ
び
︑「
支
配H

errschaft

」

（VA
 § 31,281ff./288ff.

）
と
は
無
関
係
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
見
な
す
彼
女
独
自
の
「
政
治
的
な
も
の
」
の
中
に
支
配
の
概
念
を
導

入
し
て
し
ま
う
こ
と
に
存
す
る
︒

ア
ー
レ
ン
ト
が
『
活
動
的
生
』
の
第
三
章｢

労
働｣

や
第
四
章｢

制
作｣

の
章
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
生
命
プ
ロ
セ
ス
の
循
環

運
動
の
う
ち
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
「
労
働
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
間
は
︑
労
働
よ
り
高
次
な
別
種
の
活
動
で
あ
る
「
制
作
」

に
よ
っ
て
自
然
の
必
然
的
過
程
に
立
ち
向
か
っ
て
道
具
を
生
産
し
︑
道
具
連
関
か
ら
な
る
物
の
世
界
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
労
働
の
労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

人
間
は
﹇
制
作
に
よ
っ
て
﹈︑
労
働
の
労
苦
と
骨
折
り
を
軽
減
す
る
だ
け
で
な
く
︑
世
界
﹇=

｢

物
世
界D

ingw
elt｣

（VA
 § 

32,294/301

）﹈
を
打
ち
建
て
も
す
るeine W

elt errichten

︒・
・
・
労
働
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
生
命
を
癒
す
の
が
世
界
性

W
eltlichkeit

﹇=

物
世
界
の
有
意
義
性
﹈
で
あ
り
︑
こ
の
世
界
性
そ
の
も
の
は
︑
制
作
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
労
働
を
強
い
る
生
命
の
必
然
性
が
︑
制
作
の
も
た
ら
す
世
界
の
持
続
性
に
よ
っ
て
和
ら
げ
ら
れ
る
こ
と
を
︑
わ

れ
わ
れ
は
す
で
に
見
て
き
た
︒（VA

 § 33,300f./308f.

）

ア
ー
レ
ン
ト
は
制
作
に
よ
る
労
働
か
ら
の
解
放
を
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
後
で
︑
制
作
に
付
き
ま
と
う｢

呪
い｣

つ
ま
り｢

制
作
の

無
意
味
さ｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
り
出
し
て
い
る
︒



一
二

制
作
す
る
人H

om
o faber

と
し
て
の
人
間
は
︑
無
意
味
さ

4

4

4

4

に
︑
言
い
か
え
れ
ば
︑︿
一
切
の
価
値
の
価
値
剥
奪
﹀
に
︑
呪
わ

れ
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
目
的–

手
段
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
本
質
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
活
動
︑
つ
ま
り
制
作
の
う

4

4

4

4

ち
に
は

4

4

4

︑
妥
当
な
尺
度
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
人
間
が
こ
の
呪
い
か
ら
逃
れ
う
る
の
は
︑
行
為
と
言
論

4

4

4

4

4

H
andeln und Sprechen

と
い
う
内
的
に
連
関
し
合
う
能
力
を
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
︒
行
為
と
言
論

4

4

4

4

4

は
︑・
・
・

ご
く
当
然
の
こ
と
と
し
て
︑
意
味
に
み
ち
た
物
語
を
生
み

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
有
意
味
な
歴
史
を
紡
ぎ
出
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
制
作

4

4

に
ひ
そ
む
無
意
味
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
行
為
に
み
な
ぎ
る
意
味
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
分
か
る
︒（VA

 § 33,301/309

）

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る｢
制
作
の
無
意
味
さ｣

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
生
命
維
持
に
奉
仕
す
る
だ
け
の｢

労
働｣

の
労
苦
か
ら
わ

れ
わ
れ
を
解
放
し
て
く
れ
る｢

制
作｣
が
︑
な
に
ゆ
え
に
無
意
味
さ
に
呪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
こ
の
呪
い
を
解
い
て

く
れ
る｢

行
為
と
言
論｣

の
紡
ぎ
出
す
意
味

4

4

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
以
下
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

行
為
の｢

意
味｣

な
い
し｢

有
意
味
性｣
と
は
何
か
︑
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
た
め
に
は
︑
そ
の
前
提
と
し
て
︑
ま
ず
︑｢

制

作
の
無
意
味
さ｣

と
は
何
を
意
味
し
︑
ま
た
無
意
味
さ
の
根
拠
︑
由
来
が
ど
こ
に
存
す
る
の
か
を
十
分
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒

制
作
と
い
う
活
動
は
︑
既
述
の
よ
う
に
︑
そ
れ
自
身
が
目
的
で
は
な
い
︒
制
作
は
︑
目
的
と
し
て
の
制
作
物
の
た
め
の
単
な
る
手

段
で
し
か
な
い
︒
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
制
作
自
身
の
う
ち
に
は
「
意
味
4

4

」
が
見
い
だ
せ
ず
「
無
意
味
」
な
の
だ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は

語
る
︒

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
制
作
活
動
は
た
し
か

に
あ
く
ま
で
も
制
作
物
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
活
動
で
し
か
な
い
が
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
も
し
目
的
に
意
味
が
あ
る

と
す
れ
ば
︑
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
制
作
に
も
そ
れ
な
り
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
の
か
︑
と
い
う
反
論
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で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

目
的
と
い
う
の
は
︑
い
っ
た
ん
達
成
さ
れ
れ
ば
︑
そ
の
と
た
ん
に
︑
目
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
︒
そ
の
場
合
︑
目
的

は
︑
特
定
の
手
段
の
選
択
を
︑
指
示
し
正
当
化
し
組
織
し
生
産
す
る
能
力
を
︑
失
っ
て
し
ま
う
︒
制
作
さ
れ
た
対
象
物
が
目
的

で
あ
っ
た
の
は
︑
そ
れ
が
ま
だ
出
来
上
が
っ
て
い
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
︒
完
成
し
た
製
品
と
な
っ
た
か
ら
に
は
︑
そ

れ
は
︑
他
の
多
く
の
対
象
物
と
並
ぶ
﹇
手
段
と
し
て
の
﹈
一
対
象
物
と
な
る
︒（VA

 § 21,184/186

）

こ
の
よ
う
に
︑「
目
的–

手
段
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
い
し
は
有
用
性N

utzen

そ
れ
自
体
」（VA

 § 21,183/185

）
と
い
う
観
点
か
ら

捉
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
の
世
界
像
に
お
い
て
は
︑
目
的–

手
段
の
関
係
は
「
ニ
ー
チ
ェ
が
お
り
に
ふ
れ
て
述
べ
た
よ
う
に
︑『
目
的
系

列
の
無
限
背
進
』
に
陥
っ
て
し
ま
い
」（VA

 § 21,182/184

）︑
つ
ま
り
︑「
有
用
性
が
意
味

4

4

と
し
て
ま
か
り
通
る
と
こ
ろ
で
は
︑
無4

意
味
さ
が
生
み
出
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（VA
 § 21,183/185
）
と
い
う
︑「
一
切
の
価
値
の
価
値
剥
奪
」
と
い
う
絶
望
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
だ
︒

目
的–

手
段
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
の
経
験
領
野
の
内
部
に
は

4

4

4

4

︑
目
的
系
列
を
打
破
し
て
︑
一
切
の
目
的
が
結
局
ふ
た
た
び
更
な

る
目
的
の
た
め
の
手
段
と
化
す
の
を
阻
む
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
は
︑
存
在
し
な
い
︒（VA

 § 21,183/185

）

制
作
す
る
人
に
は

4

4

4

4

4

4

4

︑
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
労
働
す
る
動
物
に
は
︑
目
的
性
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
︒（VA

 § 21,184/186

）

し
た
が
っ
て
制
作
の
無
意
味
さ
を
克
服
す
る
に
は
︑
目
的
手
段
系
列
の｢

無
限
背
進｣
を
停
止
さ
せ
る
よ
う
な
目
的
を
見
出
す
必



一
四

要
が
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
当
然
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
︑
目
的–

手
段
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
経
験
領
野
の
内

部
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
ら
れ
ず
︑
そ
の
外
部
に

4

4

4

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
達
成
さ
れ
た
目
的
が
ふ
た
た
び
手
段
と
化
さ
な

い
よ
う
な
目
的
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
そ
の
よ
う
な
目
的
に
つ
い
て
は
︑
二
つ
の
方
向
性
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
︒

一
つ
は
︑
そ
の
系
列
自
身
の
背
進
が
そ
れ
以
上
継
続
不
可
能
な
目
的
を
︑
系
列
自
身
の
い
わ
ば
︿
内
部
﹀
な
い
し
限
界
に
立
て
る

こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
系
列
自
身
の
外
部
に
新
た
な
世
界
を
見
出
す
の
で
は
な
く
︑
系
列
の
領
野
に
︑
目
的
が
新
た
な
手
段
に
な
ら
な

い
よ
う
な
目
的
で
あ
る｢
最
終
目
的
な
い
し
は
『
目
的
自
体
』｣

（VA
 § 21,183/185

）
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
系

列
の
い
わ
ば
︿
外
部
﹀
に
新
た
な
世
界
を
想
定
し
そ
れ
を｢

最
終
目
的｣

と
し
て
立
て
る
こ
と
で
あ
る
（
２
）︒

し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
し
て
も
︑「
こ
の
世
界
の
有
意
味
性Sinnhaftigkeit

は
︑
制
作
す
る
人
の
理
解
能
力
を

超
え
出
る
が
ゆ
え
に
︑
制
作
す
る
人
に
と
っ
て
は
︑『
目
的
自
体
』
ま
た
は
最
終
目
的
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
な
る
」（VA

 § 

21,184/186

）︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
制
作
者
に
と
っ
て
︑
目
的
は
︑
制
作
者
自
身
の
経
験
領
域
の
内
部
に
お
い
て
は

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
あ
く
ま
で
も
同

時
に
手
段
に
も
な
り
う
る
可
能
性
を
つ
ね
に
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑｢

目
的
自
体｣

と
は
︑
そ
の
可
能
性
を
超
越
す
る
概

念
だ
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
制
作
の
無
意
味
さ
か
ら
の
後
者
の
脱
出
法
︑
つ
ま
り
系
列
の
い
わ
ば
︿
外
部
﹀
に
活
路
を
見
出
す
方
法
と
は
ど
の
よ

う
な
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
れ
は
︑｢

使
用
対
象
物
か
ら
な
る
客
観
的
世
界
に
背
を
向
け
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
使
う
こ
と
自
体
の
主
観
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
︒・
・
・

人
間
自
身
が
︑
使
用
者
と
し
て
︑
無
限
の
目
的
系
列
を
停
止
さ
せ
る
最
終
目
的
と
な
る
」（VA

 § 21,184/186

）
よ
う
な
そ
う
し
た

世
界
に
立
ち
返
る
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
こ
れ
が
ま
さ
に｢

悲
劇
の
始
ま
り

4

4

4

4

4

4｣
（VA

 § 21,184/186

）
な
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
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な
ら
ば｢

主
観
性
へ
の
還
帰｣

は
︑
同
時
に
「
物
の
世
界
か
ら
︑
す
で
に
価
値
を
剥
奪
し
始
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（VA

 § 

21,184/187

）︒

人
間
を
目
的
自
体
と
し
て
定
着
さ
せ
る
そ
の
同
じ
思
想
が
︑
人
間
と
は
『
自
然
を
支
配
す
る
権
利
を
も
つ
主
人
』
だ
と
宣
言
し

て
い
る
わ
け
で
あ
り
︑
そ
う
な
る
と
︑・
・
・
人
間
の
目
的
の
た
め
に
は
︑
自
然
や
世
界
に
帰
さ
れ
る
べ
き
自
立
性
を
自
然
や

世
界
か
ら
剥
奪
し
て
よ
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒（VA

 § 21,185f./188

）

周
知
の
よ
う
に
︑
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
︑
そ
れ
自
身
は
い
か
な
る
手
段
に
も
な
り
え
な
い
目

的
自
体
を｢

人
格
の
う
ち
に
あ
る
人
間
性｣
（
３
）
と
呼
び
︑
目
的
手
段
系
列
の
無
限
背
進
を
︑｢

物
件Sache｣

の
世
界
と
「
人
格

Person

」
の
世
界
の
区
別
と
い
う
二
世
界
説
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
︑
仮
言
命
法
の
世

界
は
︑
道
徳
の
世
界
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
︑
す
べ
て
が
非
道
徳
的
な
無
意
味
な
世
界
と
な
る
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
の
世
界
で
は
︑
達

成
さ
れ
た
目
的
は
︑
も
は
や
目
的
で
は
な
く
別
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
︑
仮
言
命
法

の
世
界
あ
る
い
は
有
用
性
を
原
理
と
す
る
功
利
主
義
的
世
界
で
は
︑｢

目
的
系
列
の
無
限
背
進｣

に
陥
り
︑
つ
ね
に
︑
手
段=

無
意

味=

無
価
値
が
果
て
し
な
く
続
い
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
︑
カ
ン
ト
は
︑
人
間
の
人
格
性
を

目
的
自
体
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
道
徳
的
な
人
間
世
界
（｢

諸
目
的
の
王
国
」）
を
︑
仮
言
命
法
の
世
界
と
は
別

の
世
界
と
し
て
立
て
た
︒
し
か
し
今
度
は
逆
に
︑
道
徳
世
界
を
目
的
自
体
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
然
や
物
の
世
界
を
︑
人
間
の

た
め
の
手
段
と
見
な
す
こ
と
に
な
り
︑
自
然
や
世
界
の
自
立
性
が
失
わ
れ
︑
そ
れ
ら
が
無
価
値
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒

カ
ン
ト
も
︑
功
利
主
義
的
思
考
の
ア
ポ
リ
ア
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
制
作
す
る
人
は
︑
意
味
4

4

問
題
を
前
に
し
て
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は
盲
目
な
の
だ
が
︑
カ
ン
ト
は
こ
の
盲
目
性
を
治
癒
す
る
た
め
に
︑
最
終
目
的Endzw

eck

と
い
う
逆
説
を
発
端
に
お
か
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒（VA

 § 21,186/188

）

か
く
し
て
︑「
制
作
の
無
意
味
さ｣

に
真
に
対
処
す
る
に
は
︑
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
の
行
為
論
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒

つ
ま
り｢
行
為
と
言
論｣

が｢

目
的
自
体｣

だ
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
︑｢

制
作
の
無
意
味
さ｣

か
ら
「
救
わ
れ

る
」（VA

 § 33,301/309

）
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
立
場
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は｢

自
然
や
世
界
の
自
立
性｣

を
認
め
る
立
場
な
の
で
あ
ろ

う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
カ
ン
ト
と
同
様
に
︑
制
作
さ
れ
る
世
界
と｢

行
為
と
言
論｣

の
世
界
と
い
う
二
世
界
説
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
は
︑
そ
も
そ
も｢

意
味｣

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
問
題
が
依
然
と
し
て

残
る
が
︑
目
下
の
と
こ
ろ
は
︑
も
う
一
つ
の
伝
統
的
な
行
為
論
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
を
見
届
け
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

第
三
節　

伝
統
的
な
行
為
論
と
そ
の
批
判
（
二
）
―
―
自
由
意
志

前
節
で
は
︑「
行
為
を
制
作
に
置
き
換
え
る｣

伝
統
的
な
行
為
概
念
と
そ
れ
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批
判
を
検
討
し
︑
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
逆
に
︑
ア
ー
レ
ン
ト
の
行
為
論
を
際
立
た
せ
よ
う
と
試
み
た
︒
本
節
で
は
︑
行
為
概
念
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
伝
統
的

な
誤
解
︑
つ
ま
り
︑
行
為
は
意
志
か
ら
発
し
︑
そ
れ
ゆ
え
ま
た
自
由
な
行
為

4

4

4

4

4

は
自
由
意
志
に
還
元
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
︑
こ
れ
ま
た

二
千
年
の
歴
史
を
も
つ
行
為
概
念
に
つ
い
て
︑
そ
れ
の
誤
り
な
い
し
「
派
生
性
」
を
暴
露
し
︑
そ
こ
か
ら
逆
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
行
為

概
念
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
し
よ
う
︒

な
お
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑『
活
動
的
生
』
と
同
時
期
の
論
文
「
自
由
と
は
何
か
」（『
過
去
と
未
来
の
間
』
所
収
）
を
も
参



一
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考
に
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
︒

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
︑
ア
ー
レ
ン
ト
が
積
極
的
に
主
張
す
る
自
由
（freedom

,Freiheit

）
は
︑
け
っ
し
て
意
志
に
属
す
る

性
質
で
は
な
く
︑｢

共
同
世
界｣

（VA
 § 25,231/237,u.a.m

.

）
の｢

複
数
性｣

を
条
件
と
す
る
行
為
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
す
な

わ
ち
自
由
と
は
︑｢
共
同
の
行
為｣

と
し
て
の
自
由
で
あ
り
︑
共
同
体
の
中
で
「
新
た
に
始
め
る
力
能
」（VA

 § 34,315/325

）
で
あ

り
︑｢

複
数
性｣
を
条
件
と
す
る
公
共
的
な
政
治
空
間
に
お
い
て
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
（
４
）︒

し
た
が
っ
て
自
由
と
は
︑
け
っ
し
て
個
人
の
内
面
の｢

意
志
の
自
由｣

の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
う
え
ま
た
︑
前

節
と
の
関
連
で
言
え
ば
︑「
行
為
の
外
部
に
立
て
ら
れ
た
目
的
の
た
め
の
手
段
」（VA

 § 

32
冒
頭
）
を
選
択
す
る
選
択
の
自
由
で
も

な
い
︒
さ
ら
に
は
『
革
命
に
つ
い
て
』
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
主
題
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
︑
自
由freedom

と
は
︑
政
治
的
行

為
の
次
元
と
は
異
な
る
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
社
会
的
問
題
（
貧
困
・
差
別
な
ど
）
か
ら
の
解
放liberation

と
し
て
の
自
由

liberty

で
も
な
い
︒（RV

133/223

）

ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
か
ら
古
代
最
後
の
哲
学
者
で
あ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
い
た
る
偉
大
な
哲
学
の
歴
史
全
体
に
お
い

て
︑
自
由freedom

が
哲
学
者
の
心
を
占
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
自
由
を
哲
学
の
伝
統
に
最
初
に
登
場
さ

せ
た
の
は
︑
ま
ず
は
パ
ウ
ロ
の
︑
次
い
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
宗
教
的
回
心
の
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
︒（PF144/196

）

行
為
と
政
治

4

4

4

4

4

は
︑
人
間
の
生
が
も
つ
す
べ
て
の
能
力
と
潜
在
的
可
能
性
の
う
ち
で
︑
自
由
が
現
に
存
在
す
る
と
仮
定
せ
ず
に
は

考
え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
唯
一
の
も
の
で
あ
る
︒・
・
・
そ
れ
ば
か
り
か
自
由
は
︑
正
義
︑
権
力
︑
平
等
と
い
っ
た
︑
い
わ

ゆ
る
政
治
の
領
域
の
数
多
く
の
問
題
や
現
象
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
︒・
・
・
自
由
な
し
に
は
︑
政
治
的
生
活
そ

の
も
の
が
無
意
味
で
あ
ろ
う
︒
政
治
の
存
在
理
由

4

4

4

4

4

4

4raison d'être

は
自
由
で
あ
り

4

4

4

4

4

︑
自
由
が
経
験
さ
れ
る
場
は
﹇
内
面
の
意
志
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で
は
な
く
﹈
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒・
・
・
そ
う
し
た
自
由
は
︑『
内
的
自
由inner freedom

』
つ
ま
り
人
び
と
が
外
的
強
制

か
ら
逃
れ
︑
自
由
だ
と
感
じ
る

4

4

4

内
面
空
間
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
︒（PF144-145/197

︑｢

感
じ
る｣

の
強
調
は
ア
ー
レ

ン
ト
）

自
由
を
︑
行
為
に
お
い
て
何
か
新
た
な
こ
と
を
始
め
る
自
由
と
し
て
で
は
な
く
︑
意
志
の
自
由
の
こ
と
だ
と
見
な
す
今
日
に
至
る

ま
で
の
伝
統
的
な
考
え
方
は
︑
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
そ
れ
以
後
に
新
た
に
発
見
さ
れ
た
考
え
方

な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑外
的
状
況
に
お
い
て
た
と
え
奴
隷
状
態
に
お
か
れ
て
い
て
も｢

内
的
自
由
の
絶
対
的
優
位｣

（PF146/198

）

の
存
在
を
認
め
た
後
期
ス
ト
ア
派
の
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
や
︑
そ
し
て
よ
り
本
来
的
に
は
︑
政
治
の
現
実
世
界
か
ら
離
れ
て
宗
教

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
お
い

て
魂
の
救
済
を
強
調
す
る
パ
ウ
ロ
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
行
為
の
自
由
す
な
わ
ち｢

政
治
的
な
も
の｣

の
自
由
は
︑
生
命
の
必
要
か
ら
の
単
な
る
解
放
に
加
え

て
︑「
同
じ
状
態
に
い
る
他
者
と
共
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
︑
さ
ら
に
︑
他
者
と
出
会
う
た
め
の
共
通
の
公
的
空
間
︑
い
い
か
え

れ
ば
︑
自
由
人
の
誰
も
が
言
葉w

ord

と
行
な
いdeed

に
よ
っ
て
立
ち
現
わ
れ
う
る
政
治
的
に
組
織
さ
れ
た
世
界
を
必
要
と
し
た
」

（PF147/200

）︒
し
た
が
っ
て
自
由
は
︑
け
っ
し
て
意
志
の
属
性
な
ど
で
は
な
い
︒

い
わ
ん
や
︑
自
由
は
「
自
由
な
選
択
意
志liberum

 arbitrium

」（PF150/204

）
の
こ
と
で
も
な
い
︒
と
い
う
の
も
「
選
択
は
︑
動

機
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
さ
れ
て
い
る
」（PF150/204
）
か
ら
で
あ
る
︒
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
選
択
の
自
由
に

お
け
る
選
択
肢
は
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
選
択
の
自
由
は
け
っ
し
て
自
由
と
は
言
え
な
い
（
５
）︒

し
た
が
っ
て
い
わ
ゆ
る
選
択
の
自
由
は
︑
当
然
の
ご
と
く
︑
行
為
に
お
い
て｢

何
か
を
新
し
く
始
め
る
力
能｣

な
ど
で
は
な
い
︒

ア
ー
レ
ン
ト
の
言
わ
ん
と
す
る
自
由
と
は
︑｢

複
数
性
の
条
件｣

の
も
と
で
人
々
の
あ
い
だ
に
「
行
為
と
言
論
」
に
よ
っ
て
︑「
こ
れ

ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
︑
所
与
で
は
な
か
っ
た
も
の
︑
認
識
や
想
像
の
対
象
で
す
ら
な
か
っ
た
も
の
︑
し
た
が
っ
て
厳
密
に
い
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え
ば
︑
知
り
え
な
か
っ
た
も
の
を
存
在
さ
せ
る
自
由
で
あ
る
」（PF150/204

）︒
動
機
や
目
的
は
︑
た
し
か
に
︑
単
独
の
行
為
の
個
々

の
場
面
で
の
規
定
要
因
で
は
あ
る
が
︑
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
自
由
な
行
為
は
こ
れ
ら
の
要
因
を
超
越
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
な
ぜ
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
意
志
の
自
由
と
い
う
自
由
概
念
が
突
如
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
か
︒

こ
の
問
題
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
答
え
は
︑
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
自
由=

自
由
意
志
と
い
う
考
え
は
︑

ギ
リ
シ
ア
的
な
行
為
の
自
由
か
ら
の
派
生
態

4

4

4

だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

内
的
自
由
﹇=

意
志
の
自
由
﹈
は
歴
史
的
に
見
て
比
較
的
後
の
現
象
で
あ
っ
て
︑
も
と
は
と
い
え
ば
︑
人
び
と
が
世
界
か
ら
疎

4

4

4

4

4

遠4

に
な
り
︑
世
界
性
の
経
験
が
自
己
の
内
部
の
経
験
へ
と
転
換
さ
れ
た
結
果

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
内
的
自
由
の

経
験
は
派
生
的

4

4

4

な
も
の
な
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
れ
は
︑
自
由
が
否
定
さ
れ
て
い
る
世
界
か
ら
他
者
が
近
づ
く
こ
と
の

で
き
な
い
内
面
性
へ
の
退
却
を
つ
ね
に
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒（PF145/197-198

）

他
者
や
外
的
強
制
に
よ
っ
て
自
由
が
制
限
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
る
隷
属
状
態
に
置
か
れ
て
い
な
が
ら
も
︑
そ
れ
で
も
成
立
し
う
る

自
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は｢

世
界
性
の
経
験｣

の
外
部

4

4

に
あ
る
場
所
︑
す
な
わ
ち
他
者
が
近
づ
き
え
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

場
所
に
求
め
ざ
る

を
え
ず
︑
そ
し
て
そ
れ
は
世
界
や
他
者
か
ら
乖
離
な
い
し
退
却
し
た
内
面
的
自
己
の
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
こ
に
こ
そ
自
由
の
居

場
所
を
求
め
よ
う
と
し
て｢

派
生｣

し
た
思
想
こ
そ
が｢

自
由
意
志｣
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ア
ー
レ
ン
ト
は
︑｢

心
や
精
神｣

は
あ
く
ま
で
も
世
界
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
の
み
存
在
し
機
能
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
︑

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
由
意
志
論
者
は
︑「
心
や
精
神
」
を
「
自
己
が
世
界
に
対
し
て
保
護
﹇
隔
離
﹈
さ
れ
て
い
る
内
面
空
間
と

取
り
違
え
」（PF145/198

）
て
し
ま
い
︑
こ
の｢

内
面
空
間｣

に
こ
そ
真
の
自
由
の
場
を
求
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒



二
〇

古
代
後
期
﹇
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
﹈
に
発
見
さ
れ
た
の
は
︑﹇
世
界
と
の
相
互
関
係
に
お
け
る
﹈
心
で
も
精
神
で
も
な
く
︑﹇
い
か
な

る
外
的
強
制
（
奴
隷
状
態
）
に
置
か
れ
て
い
て
も
﹈
自
ら
の
自
己
の
う
ち
に
あ
る
絶
対
的
自
由
の
場
と
し
て
の
内
面
性
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
を
発
見
し
た
の
は
︑
世
界
の
う
ち
に
自
ら
自
身
の
場
を
も
た
ず
︑
し
た
が
っ
て
世
界
性
の
条
件
・
・
・
を
欠
い
て
い

た
人
び
と
で
あ
っ
た
︒（PF145/198

）

以
上
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
︑
カ
ン
ト
が
意
志
の
自
由
を
自
律
と
し
て
の
自
由
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
︑
彼
が
感
性
世
界
や
公
的
世
界
か
ら
離
れ
て
そ
の
背
後
に
叡
智
界
と
い
う
純
粋
意
志
の
内
面
性
の
領
域
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
た
か
ら
で
あ
り
︑
そ
し
て
そ
れ
は
︑
と
り
も
な
お
さ
ず｢

政
治
や
人
間
の
事
柄
一
般
の
領
域
」（PF144/196

）
か
ら
の
隔
離
・
疎

外
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
そ
れ
の
喪
失
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
内
面
の
自
由
は
︑
他
者
と
の
相
互
制
限
状
態
に
あ
る
リ
ア

リ
テ
ィ
の
世
界
に
お
け
る
自
由
か
ら
す
れ
ば
︑
他
者
か
ら
の
拘
束
を
免
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に｢

絶
対
的｣

な
自
由
だ
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
意
味
で
の｢
絶
対
性｣

と
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
し
た
絶
対
性
︑
た
ん
に｢

感
じ
ら
れ
る｣

に

す
ぎ
な
い
絶
対
性
で
し
か
な
い
の
だ
︒

『
活
動
的
生
』
の
或
る
箇
所
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
︑
古
代
の
ス
ト
ア
派
の｢

隠
遁
の
す
す
め｣

を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
︑
そ
れ

が
誤
り
で
あ
る
の
は
︑｢

主
権
と
自
由
を
等
置
し
て
い
る
点｣
に
︑
す
な
わ
ち
︑｢

主
権
と
は
自
己
自
身
に
対
す
る
無
制
約
的
で
絶
対

的
な
自
律
と
支
配
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
複
数
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
人
間
の
条
件
そ
の
も
の
に
矛
盾
す
る｣

（VA
 § 32,299/306

）
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
︑
と
語
っ
て
い
る
︒

内
的
自
由
︑
非
政
治
的
自
由
の
概
念
は
︑
た
し
か
に
思
想
の
伝
統
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
内
的
自
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由
は
︑
も
し
人
が
︑
自
由
で
あ
る
こ
と
の
条
件
を
︑
感
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
う
る
世
界
性
を
も
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
ま
ず

も
っ
て
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
・
・
・
︒
わ
れ
わ
れ
が
自
由
や
そ
れ
に
対
立

す
る
も
の
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
ま
ず
他
者
と
の
交
わ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
自
ら
自
身
と
の
交
わ
り
に
お
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
で
は
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

︒
自
由
は
︑
思
考
の
属
性
や
意
志
の
属
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
な
る
前
に
︑
自
由
人
の
状
態status

︑
つ
ま
り
︑
人
び
と
に
移

動
を
可
能
に
さ
せ
︑
家
を
後
に
し
て
世
界
の
な
か
に
入
り

4

4

4

4

4

4

4

4

︑
行
な
い

4

4

4deed

や
言
葉

4

4

4w
ord

に
お
い
て
他
者
と
出
会
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
を
可
能

に
さ
せ
る
状
態
と
し
て
理
解
さ
れ
た
︒（PF147/199-200

）

わ
れ
わ
れ
が
自
由
で
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
他
者
と
の
交
わ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
︑
け
っ
し
て
「
自
ら
自
身
と
の
交
わ
り
に
お

い
て
で
は
な
い
」
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
ア
ー
レ
ン
ト
が｢

赦
し｣

や｢

約
束｣

つ
い
て
語
る
こ
と
︑
す

な
わ
ち
︑
自
分
自
身
を
赦
し
た
り
︑
自
分
自
身
と
約
束
を
交
わ
す
こ
と
な
ど
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
内
面
的
な

赦
し
や
約
束
と
は
︑「
鏡
の
前
で
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
よ
う
に
︑
何
ら
の
拘
束
力
も
も
た
な
い
の
だ｣

（VA
 § 33,302/311

）
と
語
っ

て
い
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
よ
う
︒
つ
ま
り
内
的
自
由=
意
志
自
由
と
は
︑｢

鏡
の
前
で
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー｣

な
の
で
あ
り
︑
複
数
性

の
条
件
の
も
と
で
の
相
互
拘
束
に
お
い
て
可
能
に
な
る
自
由
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
内
的
自
由
と
は
︑
世
界
が
人
間
の
実
存
の
存
在
論

的
条
件
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
世
界
か
ら
退
却
し
世
界
の
外
部
に
隠

棲
で
き
る
の
だ
と
思
い
込
む
よ
う
な
想
像
上
の
自
由
の
こ
と
な
の
で
あ
り
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
内
的
自
由
は
︑
行
為
に
お
け
る
自

由
を
前
提
に
す
る
か
ぎ
り
で
可
能
に
な
る
よ
う
な
派
生
的
な
自
由
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

行
為
に
先
行
す
る
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
純
粋
な
意
志
と
は
︑
他
者
に
よ
る
拘
束
や
強
制
を
看
過
し
た
自
己
支
配
や
自
己
制
御
と

い
う
錯
覚
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
例
え
ば
︑
言
語
表
現
な
き
内
面
的
な
純
粋
思
惟
と
い
う
理
念
が
錯
覚
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
（
６
）︒

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
︑『
知
覚
の
現
象
学
』
の
第
三
部
第
一
章｢

コ
ギ
ト｣

の
章
に
お
い
て
︑
ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
か
じ
め
︑
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物
や
他
者
や
世
界
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
自
己
意
識
な
ど
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
語
っ
て

い
る
が
︑
こ
の
こ
と
と
の
類
比
で
言
え
ば
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
ま
ず
わ
れ
わ
れ
が
複
数
性
の
条
件
の
も
と
で
自
由

で
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
つ
ま
り
行
為
に
お
い
て
自
由
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
意
志
の
自
由
と
か
内
面
の
自
由
と
か
自
己
制
御
な
ど
は

ま
っ
た
く
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

自
由
で
あ
る
た
め
に
は
︑
人
は
︑
生
命
の
必
要
﹇
に
隷
属
す
る
労
働
﹈
か
ら
自
ら
自
身
を
解
放
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

し
か
し
︑
そ
れ
に
加
え
て
︑
さ
ら
に
は
︑
同
じ
状
態
に
い
る
他
者
と
共
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
︑
さ
ら
に
︑
他
者
と
出
会
う

た
め
の
共
通
の
公
的
空
間
︑
い
い
か
え
れ
ば
︑
自
由
人
の
誰
も
が
言
葉
と
行
な
い
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
う
る
政
治
的
に
組
織
さ

れ
た
世
界
を
必
要
と
し
た
︒（PF147/200

）

政
治
的
に
保
証
さ
れ
た
公
的
領
域public realm

な
し
に
は
︑
自
由
は
そ
れ
が
現
わ
れ
る
た
め
の
世
界
性
を
も
つ
空
間
を
欠

く
︒
た
し
か
に
そ
れ
で
も
な
お
︑
自
由
は
人
び
と
の
心
の
な
か
に
欲
望
︑
意
志
︑
希
望
︑
渇
望
と
し
て
住
ま
う
こ
と
も
あ
り

え
よ
う
︒
し
か
し
︑
周
知
の
よ
う
に
人
間
の
心
は
非
常
に
暗
い
場
所
で
あ
り
︑
そ
の
暗
が
り
の
な
か
に
去
来
す
る
も
の
を
確

証
可
能
な
事
実
と
は
呼
び
え
な
い
︒
人
び
と
が
具
体
的
に
確
か
め
う
る
事
実
と
し
て
の
自
由
は
政
治
と
表
裏
一
体

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
︒

（PF147/200-201

）

自
由
を
行
為
や
政
治
の
領
域
に
こ
そ
認
め
よ
う
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑

「
自
由
は
行
為
の
属
性
と
い
う
よ
り
も
意
志
や
思
考
の
属
性
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
支
配
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
」（PF153/209

）︒

そ
の
う
え
︑
歴
史
的
に
堅
固
な
こ
の
よ
う
な
発
想
の
根
底
に
は
︑「『
完
全
な
る
自
由
は
社
会
の
存
在
と
相
容
れ
な
い
』︑
つ
ま
り
自
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由
が
完
全
に
許
容
さ
れ
る
の
は
人
間
の
事
柄
の
領
域
の
外
部
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
﹇
伝
統
的
﹈
考
え
が
あ
る
」（PF153-

154/209
）︒

し
か
し
な
が
ら
︑「
完
全
な
自
由
」
と
か
「
絶
対
的
自
由
」
は
︑
孤
独
な
心
的
生
活
に
一
人
閉
じ
こ
も
る
と
き
以
外
に
は
可
能
で

は
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
孤
独
な
心
的
生
活
が
可
能
な
の
は
︑
あ
ら
か
じ
め
わ
れ
わ
れ
が
世
界
へ
と
超
越
し
て
他
者
と
関
わ
っ
て
い
る

が
ゆ
え
な
の
で
あ
る
︒
他
者
と
共
に
住
む
共
同
世
界
に
お
け
る
自
由
は
︑
不
確
か
な
未
来
に
対
し
て
相
互
に
拘
束
し
合
う
と
こ
ろ
に

し
か
あ
り
え
な
い
の
だ
︒

な
ぜ
︑
公
的
領
域
か
ら
撤
退
し
た
内
面
の
私
的
領
域
が
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
そ
の
独
自
の
存
在
領
域
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
か
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
プ
ラ
ト
ン
や
カ
ン
ト
の
二
世
界
説
が
打
ち
消
し
が
た
い
ほ
ど
人
の
心
の
奥
底
に
住
み
続
け
て
き
た
こ

と
の
根
本
的
な
問
題
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

思
う
に
︑
そ
れ
は
︑
イ
デ
ア
界
や
叡
智
界
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
く
世
界
で
あ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
︑
い
や
そ
れ
に
劣
ら
ず
︑
彼
ら

の
考
え
る
感
覚
的
な
い
し
感
性
的
世
界
な
る
も
の
こ
そ
が
ま
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
如
し
た
理
念
化
さ
れ
た
抽
象
的
世
界
だ
か
ら
な
の

で
あ
る
︒
通
常
は
︑
非
感
覚
的
世
界
の
抽
象
性
に
の
み
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
は
︑
二
世
界

説
の
問
題
点
は
む
し
ろ
︑
他
者
不
在
や
言
語
不
在
の
感
覚
的
世
界
の
抽
象
性
に
こ
そ
存
す
る
と
言
え
よ
う
︒

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
『
弁
証
法
の
冒
険
』
に
お
い
て
︑
自
由
と
必
然
性
の
二
元
論
の
誤
り
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
︒

問
題
は
︑
サ
ル
ト
ル
の
言
う
よ
う
に
︑︿
人
間
﹀
と
︿
物
﹀
し
か
存
在
し
な
い
の
か
ど
う
か
︑
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
4

4

と

か
シ
ン
ボ
ル
体
系

4

4

4

4

4

4

と
か
作
ら
れ
る
べ
き
真
理

4

4

4

4

4

4

4

4

な
ど
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
中
間
世
界

4

4

4

4interm
onde

も
ま
た
存
在
す
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
も
し
二
分
法
に
固
執
す
る
な
ら
ば
︑
意
味
を
も
ち
う
る
一
切
の
も
の
の
場
と
し
て
の
人
間

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
︑
信
じ
が
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た
い
緊
張
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒・
・
・
も
し
反
対
に
︑
人
間
関
係
が
人
間
的
諸
シ
ン
ボ
ル
の
世
界
に
よ
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
媒
介
さ
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
︑
万
人
の
前
で
即
座
に
正
当
化
さ
れ
る
と
か
︑
そ
の
つ
ど
起
こ
る
す
べ
て
の
こ
と

に
自
分
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
断
念
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
７
）︒

リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
世
界
と
は
︑
物
質
的
で
必
然
的
な
自
然
的
世
界
で
も
な
け
れ
ば
︑
理
想
的
な
道
徳
界
や

イ
デ
ア
界
で
も
な
く
︑
徹
頭
徹
尾｢

意
味｣

に
貫
か
れ
て
い
る｢

人
間
的
諸
シ
ン
ボ
ル
の
世
界｣

と
い
う｢

中
間
世
界｣

な
の
で
あ

り
︑
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ボ
ル
世
界
に
媒
介
さ
れ
て
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
︑
自

由
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
こ
そ
が
︑
公
的
領
域
に
お
い
て
言
語
的
に
相
互
行
為
す
る
わ
れ
わ
れ
の
責
務
だ

と
言
え
よ
う
︒第

四
節　

赦
し
と
約
束
―
―
行
為
の
ア
ポ
リ
ア
に
対
す
る
救
済

赦
す
能
力
と
約
束
す
る
能
力
は
︑﹇
複
数
性
の
条
件
の
も
と
で
の
﹈
行
為
の
能
力
に
根
ざ
し
て
い
る
︒（VA

 § 33,302/311

）

ア
ー
レ
ン
ト
の
こ
の
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
第
一
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
行
為
に
は
取
り
返
し
の
つ
か

な
さ
と
予
測
不
可
能
性
と
い
う
不
可
避
的
な
ア
ポ
リ
ア
が
付
き
ま
と
う
︒
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
行
為
の
存
在
論
的
構
造
そ
の
も
の
な
の

で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
ア
ポ
リ
ア
を
完
全
に
解
消
す
る
こ
と
は
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
の
ア
ポ
リ

ア
へ
の
救
済
策
と
し
て
提
起
し
て
い
る｢

赦
し｣

と｢

約
束｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
つ
ま
り
︑
行
為
の
取
り
返
し
の
つ
か
な

さ
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
と
っ
て
の｢

赦
しVerzeihen｣

の
役
割
と
︑
行
為
の
予
測
不
可
能
性
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
と
っ
て
の｢

約
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束Versprechen｣

の
果
た
す
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
︒
ま
ず｢

赦
し｣

に
つ
い
て
︑
次
に｢

約
束｣

に
つ
い
て
吟
味
す

る
︒も

し
︑
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
行
為
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
に
対
し
て
―
―
し
か
も
意
図
的
に
為
さ
れ
た｢

犯
罪
行
為

Verbrechen｣
（VA

 § 33,306/314

）
と
は
異
な
り
意
図
せ
ざ
る
「
罪
過Verfehlung

﹇
ギ
リ
シ
ア
語ham

artein

﹈
と
い
う
の
は
︑
日

常
的
に
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
︑
行
為
そ
れ
自
体
の
本
性
か
ら
生
じ
る
」（VA

 § 33,306/315

）
も
の
で
あ
る
が
―
―
「
赦
し
」
に

よ
っ
て
解
放
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑｢

罪
過｣

に
対
し
て｢

赦
し｣

と
は
逆
に｢

復
讐R

ache

」（VA
 § 

33,306/315

）
に
よ
っ
て
報
復
す
る
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
の
場
合
に
は
︑
復
讐
が
さ
ら
な
る
復
讐
を
呼
び
起
こ
し
︑
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
能
力
は
自
分
の
行
な
い
の
結
果
に
い
つ
ま
で
も

縛
り
つ
け
ら
れ
過
去
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ま
た
と
り
も
な
お
さ
ず
︑｢

新
た
な
始

4

4

4

4

ま
り

4

4｣

と
し
て
の
自
由
な
行
為

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︒
逆
に
言
え
ば
︑
自
由
な
行
為
な
い
し
行
為
の
自
由
と
は
︑
内

的
な
意
志
に
発
す
る
個
人
の
決
意
な
ど
で
は
な
く
︑「
複
数
性
の
条
件｣

の
も
と
で
の
相
互
の｢

赦
し｣

に
お
い
て
こ
そ
可
能
に
な

る
の
だ
︒
犯
し
て
し
ま
っ
た｢

罪
過｣

に
拘
束
さ
れ
続
け
る
こ
と
な
く
︑
罪
過
に
対
し
て｢

赦
し｣

を
も
っ
て
報
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
こ
そ
人
は
は
じ
め
て
罪
過
か
ら
解
き
放
た
れ
︑
そ
れ
と
と
も
に
新
し
く
こ
と
を
始
め
る
と
い
う
自
由

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
ま
た
可
能
に
な
る
の
だ

（
８
）︒
こ
の
意
味
に
お
い
て｢

赦
し｣

は
︑「
罪
過
」
に
怯
む
こ
と
の
な
い
自
由
な
行
為
の
可
能
性
の
条
件
だ
と
言
え
よ
う
︒

内
面
的
意
志
の
自
由
が
行
為
の
自
由
を
可
能
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
︒
な
ぜ
な
ら
︑
既
述
の
よ
う
に
︑
自
由
意
志
と
い
う
考

え
方
が
発
見
さ
れ
た
の
は
不
自
由
な
公
的
領
域
か
ら
の
退
却

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
お
い
て
で
あ
り
︑
け
っ
し
て
公
的
領
域
に
お
け
る
自
由

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
た
め
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
意
志
の
自
由
と
は
︑
行
為
の
自
由
が
現
れ
出
る
公
的
領
域
や
世
界
か
ら
の
逃
避
や
退
却
に
お
い
て
発
想
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
公
的
領
域
に
お
け
る
行
為
の
自
由
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒

ア
ー
レ
ン
ト
は
行
為
の
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
か
ら
の
解
放
と
し
て
の｢

赦
し｣

を
イ
エ
ス
か
ら
学
ん
で
い
る
︒
イ
エ
ス
の
教
え
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に
よ
れ
ば
︑｢

赦
し｣

と
は
︑
神
に
よ
る｢

赦
し
」
で
あ
る
よ
り
前
に
何
よ
り
も
人
間
た
ち
の
あ
い
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
︒何

を
為
し
て
い
る
か
知
ら
ず
に
為
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
﹇
罪
過
﹈
の
帰
結
か
ら
人
間
同
士
お
た
が
い
に
た
え
ず
解
放
さ
れ
る
の

で
な
か
っ
た
ら
︑
人
間
の
生
は
一
歩
も
前
へ
進
め
な
い
︒（VA

 § 33,306/315

）

も
し
赦
し
が
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
罪
過
に
対
し
て
復
讐
に
よ
っ
て
報
復
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
︑
人
は
み
ず
か
ら
の

過
去
の
罪
過
に
い
つ
ま
で
も
縛
り
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
と
な
り
︑
け
っ
し
て
未
来
に
向
か
っ
て
生
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
︒

そ
の
よ
う
に
し
て
︑
相
互
に
重
荷
を
軽
く
し
解
放
し
合
う
と
い
う
こ
と
を
た
ゆ
ま
ず
続
け
て
は
じ
め
て
︑
人
間
は
︑
自
由
と
い

う
持
参
金
を
た
ず
さ
え
て
こ
の
世
に
や
っ
て
来
た
者
と
し
て
︑
こ
の
世
で
も
自
由
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
自
分
の
意
向
を
変
え
︑
新
し
く
始
め
る
つ
も
り
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
︑
人
間
は
︑
自
由
と
か
始
め
る
と
か

い
っ
た
︑
か
く
も
途
方
も
な
い
能
力
︑
か
く
も
途
方
も
な
く
危
険
な
能
力
を
︑
ま
が
り
な
り
に
も
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
︒（VA
 § 33,306/315

）

さ
ら
に
ま
た
︑
意
図
せ
ず
に
な
さ
れ
た
罪
過
に
対
し
て
は｢

赦
し｣
と
と
も
に
「
罰Strafe

」（VA
 § 33,307/316

）
に
よ
っ
て
も

ひ
と
は
新
た
な
始
ま
り
の
途
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
︒「
赦
し
も
罰
も
︑
そ
う
し
た
介
入
が
な
け
れ
ば
果
て
し
な
く
続
く
も
の
を
︑

終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
点
で
︑
同
じ
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る｣

（VA
 § 33,307/316

）︒
他
方
︑
思
わ
ず
知
ら
ず
に
為
さ
れ
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た｢
罪
過｣

と
は
異
な
り
︑
意
図
的
に
為
さ
れ
た
「
犯
罪
行
為
」（VA

 § 33,306/314

）
に
対
し
て
は
︑｢

こ
の
世
の
生
に
お
い
て
は

何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
」（VA

 § 33,306/315

）
よ
う
な
︑
神
に
よ
る
応
報
を
伴
う
最
後
の
審
判
に
お
い
て
裁
か
れ
る
ほ
か
は
な

い
︑
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
︒

人
間
の
自
由
な
行
為
す
な
わ
ち｢

何
か
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
こ
と｣

は
︑｢

奇
蹟
を
成
し
遂
げ
る
者
の
能
力
」（VA

 § 

34,316/326

）
と
か｢
勇
気｣

（VA
 § 25,232/238

）
で
あ
る
が
︑｢

罪
過｣

に
限
っ
て
は
︑
神
に
よ
る
許
し
と
し
て
の
最
後
の
審
判

で
は
な
く
︑
人
々
の
あ
い
だ
で
の｢

赦
し｣

に
よ
っ
て
こ
そ
そ
こ
か
ら
の
解
放
が
可
能
に
な
る
の
だ
︒「
イ
エ
ス
は
︑
赦
し
と
奇
蹟

と
を
同
等
に
扱
い
︑・
・
・
人
間
に
帰
せ
ら
れ
る
可
能
性
と
解
し
た
」（VA

 § 34,317/326

）︒

人
間
が
自
由
な
行
為
者
で
あ
り
う
る
の
は
︑
け
っ
し
て
意
志
の
自
由
に
基
づ
く
か
ら
で
は
な
い
︒
行
為
は
公
的
領
域
に
属
す
る
か

ぎ
り
︑
人
々
の
あ
い
だ
で
の
赦
し
に
よ
る
解
放
に
基
づ
く
の
だ
と
い
う
︑
こ
の
よ
う
な
自
由
概
念
は
︑
少
な
く
と
も
近
代
哲
学
に
お

い
て
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
︒
意
志
に
帰
せ
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
自
由
概
念
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
っ
て
い

る
︒
こ
こ
に
は
自
由
を
意
志
に
還
元
す
る
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
︑
パ
ウ
ロ
か
ら
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
至
る
西
洋
倫
理
思
想
に
対
す
る

ア
ー
レ
ン
ト
の
現
象
学
的
破
壊
を
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

た
だ
し
︑
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う｢

赦
し｣

と
は
︑
け
っ
し
て
︑
宗
教
的
な
許
し
で
も
な
け
れ
ば
絶
対
的
で
無
条
件
的
な
許
し
で
も

な
い
こ
と
に
も
わ
れ
わ
れ
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
つ
ま
り
彼
女
は
現
実
世
界
の
彼
岸
に
お
け
る
超
人
間
的
な
許
し
で
は
な
く
︑

あ
く
ま
で
も
政
治
的
次
元
に
お
け
る｢

赦
し｣

を
語
っ
て
い
る
の
だ
︒
政
治
的
次
元
と
は
︑
状
況
に
投
げ
お
か
れ
た
人
間
︑
し
か

も
︑「
複
数
性
の
媒
質｣

に
お
け
る
人
間
の
次
元
の
こ
と
で
あ
る
︒

次
に｢

約
束｣

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

行
為
の
予
測
不
可
能
性
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
に
と
っ
て
︑｢

約
束｣

と
は
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
︒

上
述
し
た
よ
う
に
︑｢

赦
し｣

は
新
た
に
始
め
る
自
由
な
行
為
を
可
能
に
す
る
の
だ
が
︑
そ
し
て
そ
の
際
に
︑
相
互
に
拘
束
し
合
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う
こ
と
︑
つ
ま
り
︑
相
互
に
自
由
を
制
限
し
合
う
こ
と
が
︑
か
え
っ
て
自
由
な
行
為
を
可
能
に
す
る
と
い
う
逆
接
的
事
態
に
も
わ
れ

わ
れ
は
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
束
縛
の
な
い
な
い
し
複
数
性
に
制
約
さ
れ
な
い
よ
う
な
︿
絶
対
的
自

由
﹀
は
︑
じ
つ
は
け
っ
し
て｢

公
的
領
域｣

で
の
自
由
で
は
な
い
の
だ
︒
そ
の
よ
う
な
無
拘
束
の
自
由
は
ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
本

来
の
自
由
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
自
由
は｢

共
同
の
行
為｣

で
あ
り
︑｢

複
数
性
を
媒
質｣

と
す
る
公
的
領
域
に
お
い
て
こ
そ

実
現
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
ま
た
︑
古
来
よ
り
︑
赦
し
は
︑
宗
教
的
な
も
の
の
次
元
に
お
い
て
果
た
し
て
き
た
意
義
と
比
べ
て
政
治
的
な
も
の
に

お
い
て
は
「
ま
じ
め
に
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
一
度
も
な
か
っ
た
」（VA

 § 34,311/320

）
の
に
対
し
て
︑
約
束
は
︑

政
治
の
理
論
と
実
践
に
お
い
て
︑
並
外
れ
た
役
割
を
果
た
し
て
き
た
︒・
・
・
古
代
ロ
ー
マ
以
来
︑
契
約
理
論
は
︑
政
治
思
想

の
中
心
に
位
置
し
て
き
た
︒
こ
の
伝
統
が
意
味
す
る
の
は
︑
約
束
す
る
能
力
は
中
心
的
な
政
治
的
能
力
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て

き
た
と
い
う
こ
と
︑
こ
の
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
︒（VA

 § 34,311/320f.

）

行
為
の
予
測
不
可
能
性
の
理
由
は
︑
本
稿
第
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
自
分
と
い
う
存
在
が
当
て
に
な
ら
な
い
こ
と
︑
お
よ

び
︑
行
為
の
帰
結
が
当
の
行
為
自
身
か
ら
直
接
に
生
じ
る
の
で
は
な
く｢

人
間
関
係
の
網
の
目｣

を
介
し
て
間
接
的
に
生
じ
る
こ
と

に
存
し
て
い
た
︒

自
分
へ
の
不
信
を
解
消
す
る
に
は
︑「
約
束
」
に
よ
っ
て
互
い
を
拘
束
し
合
う
こ
と
を
と
お
し
て｢

わ
れ
わ
れ
の
自
己
同
一
性｣

を
維
持
す
る
ほ
か
は
な
く
︑
さ
も
な
け
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
は｢

一
人
ぼ
っ
ち
の
気
分
の
迷
宮
の
な
か
を
さ
ま
よ
う
だ
け
で
あ
ろ
う

｣

（VA
 § 33,302/311

）︒
自
己
同
一
性
と
は
︑｢

共
同
世
界｣

に
お
け
る
他
者
と
の
相
互
拘
束
に
お
い
て
こ
そ
構
成
さ
れ
う
る
も
の

な
の
で
あ
っ
て
︑
け
っ
し
て
自
己
の
内
部
で
自
己
自
身
と
一
致
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
︑
近
代
的
な
自
己
意
識
の
同
一
性
の
こ
と
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で
も
な
い
︒
自
己
の
内
部
で
の
自
己
と
自
己
と
の
一
致
な
ど
は
自
己
同
一
性
の
仮
象
に
す
ぎ
な
い
︒
既
述
の
よ
う
に
︑｢

共
同
世
界｣

に
お
い
て
こ
そ
自
己
同
一
性
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
の
だ
︒
し
た
が
っ
て
約
束
と
は
︑
自
分
自
身
と
の
約
束
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
︒
そ
も
そ
も
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
自
分
自
身
と
だ
け
交
わ
す
約
束｣

（VA
 § 33,302/311

）
な
ど
は
何
ら
の
拘
束
力
も
も

た
な
い
も
の
で
あ
る
︒

以
上
よ
り
︑｢
共
同
世
界｣

で
の
他
者
か
ら
の｢

赦
し｣

に
よ
っ
て｢

罪
過｣

へ
の
囚
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自

由
な
行
為
の
可
能
性
の
条
件
が
成
立
す
る
と
と
も
に
︑｢

共
同
世
界｣

で
の｢

約
束｣

に
よ
る
相
互｢

拘
束｣

に
よ
っ
て｢

自
己
同

一
性｣

が
保
証
さ
れ
自
己
に
対
す
る
信
頼
が
回
復
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
な
行
為
の
可
能
性
の
条
件
も
整
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
て

｢

赦
し｣

と｢

約
束｣

に
よ
っ
て
︑
行
為
の
自
由
が
可
能
に
な
る
︒

赦
し
と
約
束
と
い
う
二
つ
の
能
力
は
︑「
複
数
性
の
条
件
」
の
も
と
で
し
か
発
揮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
自
分
で

自
分
を
赦
す
と
か
自
分
自
身
と
約
束
を
交
わ
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
︑｢

鏡
の
前
で
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
︑
拘
束
力

を
も
た
な
い｣

（VA
 § 33,302/311

）
か
ら
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
と
く
に
︑
自
己
意
識
や
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
（
カ
ン
ト
）

と
い
う
発
想
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
近
代
人
は
︑
自
分
を
赦
し
た
り
自
分
と
約
束
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に

襲
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
︑
し
か
し
な
が
ら
︑「
他
者
に
赦
さ
れ
て
い
る
者
だ
け
が
︑
自
分
自
身
を
赦
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
し
︑
他

者
に
約
束
を
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
者
だ
け
が
︑
自
分
自
身
に
何
か
を
約
束
し
︑
そ
れ
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」（VA

 § 

33,303f./312

）︒お
わ
り
に
―
―
道
徳
と
政
治

赦
す
能
力
と
約
束
す
る
能
力
は
︑
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
哲
学
が
政
治
に
帰
そ
う
と
し
て
き
た｢

道
徳
的｣

尺
度
と
は
原
則
的
に
異
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な
る
原
理
を
︑
政
治
に
お
い
て
構
成
す
る
の
に
適
し
て
い
る
︒（VA

 § 33,303/311

）

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
道
徳
と
政
治
の
伝
統
的
な
関
係
と
は
次
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
︑｢

魂
の
内
面
の
領

域
︑
も
し
く
は
自
分
自
身
と
の
交
わ
り
の
領
域｣

（VA
 § 33,303/311

）
に
お
い
て
︑
自
己
を
制
御
し
支
配
で
き
る
者
す
な
わ
ち
有

徳
な
哲
学
者
こ
そ
が
︑
自
己
を
制
御
で
き
な
い
他
者
を
も
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
政
治
に
お
け

る
「
支
配
」
の
構
造
も
ま
た
可
能
に
な
る
︒

つ
ま
り｢

自
己–
支
配Selbst-B

eherrschung

」（VA
 § 33,303/311

）
の
道
徳

4

4

に
よ
っ
て
他
者
支
配
の
政
治

4

4

が｢

正
当
化｣

さ
れ

う
る
の
だ
と
い
う
の
が
︑
プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
王
政
治
の
根
底
に
あ
る
道
徳
政
治
的
核
心
で
あ
る
︒
自
己
支
配
な
い
し
自
己
制
御
と
い

う
内
面
的
な
道
徳
の
成
立
が
︑
政
治
と
い
う
外
面
的
な
公
的
領
域
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
支
配–

被
支
配
に
基
づ
く
プ

ラ
ト
ン
の
こ
の
よ
う
な
道
徳
と
政
治
の
関
係
こ
そ
が
︑
そ
れ
以
後
の
西
洋
政
治
思
想
の
本
流
を
な
し
て
き
た
と
い
う
の
が
ア
ー
レ
ン

ト
の
見
立
て
で
あ
る
︒

プ
ラ
ト
ン
の
こ
の
政
治
思
想
の
う
ち
に
は
次
の
よ
う
な
諸
前
提
を
容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

第
一
に
︑
内
面
性
（
道
徳
）
と
外
面
性
（
政
治
）
と
い
う
二
元
論
的
世
界
像
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
二
つ
の
世
界
の
関
係
は
内
面
世

界
が
外
面
世
界
に
優
位
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
︒
つ
ま
り
政
治
的
領
域
は
魂
の
内
面
性
に
基
づ
く
と
い
う
発
想
で
あ
る
︒｢

自
己

支
配
」
な
い
し｢

自
己
同
一
性｣

と
い
う
内
面
の
尺
度
を
︑
外
的
世
界
の
政
治
の
領
域
に
あ
て
が
お
う
と
す
る
政
治
思
想
で
あ
る
︒

こ
れ
は
ま
た
道
徳
に
基
づ
く
政
治
の
構
築
で
あ
り
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
政
治
を
道
徳
の
た
め
の
単
な
る
手
段
に
格
下
げ
し
て
し
ま
う

考
え
方
で
も
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
思
想
は｢

リ
ア
リ
テ
ィ｣
を
欠
如
し
た
も
の
で
あ
り
︑
或
る
種
の｢

ユ
ー
ト
ピ

ア｣

（VA
 § 33,303/312

）
に
す
ぎ
な
い
︒
と
い
う
の
も
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
︑「
他
者
の
現
存
の
お
か
げ
で
・
・
・
保
証
さ
れ
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哲学と政治　―― ハンナ・アーレントの行為論に即して ――

る
」
の
で
あ
っ
て
︑
け
っ
し
て｢

私
的
な
内
的
生
活
の
内
面
性｣

（VA
 § 7,63/62

）
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
政
治
に
お
け
る
他
者
支
配
を
︑
政
治
領
域
と
は
異
な
る
内
面
的
な｢

道
徳
的
尺
度｣

に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
︑
他
者
と

の
交
わ
り
と
し
て
の
本
来
の
政
治
的
な
在
り
方
を
︑
内
的
な
魂
と
か｢

一
者｣

に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
プ
ラ
ト
ン
的
政
治
学
の

真
に
僭
主
的–
暴
力
的
な
要
素
」（VA

 § 33,303/312

）
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
︒

註

　

ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
等
か
ら
の
引
用
箇
所
は
次
の
略
号
に
よ
り
本
文
中
に
示
す
︒
頁
数
は
︑
原
書
頁
数/

邦
訳
頁
数
の
順
に
表
示
し
て
あ
る
︒
た
だ
し
『
活

動
的
生
』（VA

）
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
︑
節
（ § 

）
番
号
を
頁
数
の
前
に
付
し
︑
引
用
文
は
概
し
て
森
一
郎
氏
の
邦
訳
に
従
っ
た
が
︑
前
後

の
文
脈
上
︑
必
要
に
応
じ
て
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
箇
所
も
あ
る
︒
森
氏
に
は
感
謝
申
し
上
げ
る
︒
引
用
文
中
の
﹇　

﹈
内
お
よ
び
傍
点
は
︑
と
く
に
断
り

の
な
い
か
ぎ
り
筆
者
（
円
谷
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

PF 
Betw

een Past and Future, Penguin B
ooks,2006
（
邦
訳
『
過
去
と
未
来
の
間
』︑
み
す
ず
書
房
︑
引
田
隆
也
・
齋
藤
純
一
訳
︑
二
〇
一
一
年
）

VA
 

Vita activa oder Vom
 tätigen Leben, Piper,2015

（
邦
訳
『
活
動
的
生
』︑
み
す
ず
書
房
︑
森
一
郎
訳
︑
二
〇
一
五
年
）

H
C

 The H
um

an C
ondition, Second Edition,The U

niversity of C
hicago Press,1988

M
T M

en in D
ark Tim

es, H
arcourt B

race,1970

RV
 

O
n Revolution, Penguin B

ooks,2006

（
邦
訳
『
革
命
に
つ
い
て
』︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
志
水
速
雄
訳
︑
二
〇
一
〇
年
）

（
１
）  

ひ
と
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
哲
学
の
う
ち
に
師
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
存
在
忘
却
と
似
て
非
な
る
行
為
忘
却
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
れ
に

よ
っ
て
ま
た
な
ぜ
彼
女
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
論
を
参
照
し
つ
つ
︑
行
為
の
本
来
の
在
り
方
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
存
在
論
の

歴
史
の
現
象
学
的
破
壊
」（M

.H
eidegger, Sein und Zeit, M

ax N
iem

eyer, 12.A
ufl., 1972,S.39

）
と
い
う
方
法
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な

方
法
を
採
ろ
う
と
し
た
の
か
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒

（
２
）  

こ
の
よ
う
な
解
決
法
は
︑
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
二
律
背
反
」
論
で
の
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
︒

（
３
）  I.K

ant, G
rundlegung zur M

etaphysik der Sitten, A
kadem

ie-A
usgabe, B

d.4, S.429
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（
４
）  

ア
ー
レ
ン
ト
の
自
由
概
念
に
つ
い
て
は
︑
カ
ン
ト
の
道
徳
性M

oralität

に
お
け
る
自
由
概
念
の
抽
象
性
を
︑
人
倫
性Sittlichkeit

の
立
場
か
ら
批
判

す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
自
由
概
念
と
の
類
比
性
を
指
摘
で
き
よ
う
︒

（
５
）  H

.B
ergson, Essai sur les données im

m
édiates de la conscience, Édition du centenaire, PU

F, 1991, p.114 sqq.
（
６
）  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
次
の
拙
著
を
参
照
さ
れ
た
い
︒『
知
覚
・
言
語
・
存
在
―
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
哲
学
と
の
対
話
』︑
九
州
大
学
出
版
会
︑

二
〇
一
四
年
︑
一
三
四
～
一
三
五
頁
︒

（
７
）  M

erleau-Ponty, Les Aventures de la D
ialectique, G

allim
ard,1955, p.293

（
邦
訳
『
弁
証
法
の
冒
険
』︑
み
す
ず
書
房
︑
一
九
九
七
年
︑
二
七
八
頁
）︒

な
お
︑
歴
史
や
意
味
や
人
間
的
世
界
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
の
拙
著
の
第
六
章
「
言
語
・
構
造
・
歴
史
―
―
中
期
の
言
語
哲
学
」

と
第
七
章
「
意
味
と
歴
史
―
―
言
語
か
ら
歴
史
へ
」
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
８
）  

こ
こ
で
は
「
怨
み
に
報
ゆ
る
に
徳
を
以
て
す
」
と
い
う
『
老
子
』
第
63
章
の
言
葉
が
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒


