
※
本
稿
は
、
社
会
思
想
史
学
会
第
三
四
回
大
会
・｢

政
治
思
想
と
文
学｣

セ
ッ
シ
ョ

ン

(

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
三
一
日
、
神
戸
大
学)

に
お
い
て
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を

務
め
た
筆
者
が
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
会
場
に
て
配
布
し
た
ペ
ー
パ
ー
に
、
若
干
の
修
正

を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
基
調
報
告
者
で
あ
る
小
田
川
大
典

(

岡
山
大
学
、
報
告
タ
イ
ト
ル

｢｢

豊
穣
か
つ
奇
矯
に｣

？

ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
イ

テ
ィ
ブ
の

｢

民
主
的
個
人
性｣

に
つ
い
て｣)

と
司
会
の
堀
田
新
五
郎

(

奈
良
県
立

大
学)

の
両
氏
、
そ
し
て
質
疑
報
告
の
際
に
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
方
々

に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。

同
セ
ッ
シ
ョ
ン
な
ら
び
に
本
稿
の
主
題
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
イ
テ
ィ
ブ

(G
eorge

K
ateb:

1931-)

の
政
治
理
論
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
ケ

イ
テ
ィ
ブ
は
現
代
政
治
理
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
理
論
家

で
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
小
田
川

(

二
〇
〇
七)

で
の
本
格
的
な
論
及
を
ほ
と
ん

ど
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
ア
ー
レ
ン
ト
研
究

(K
ateb

1984)

に

よ
っ
て
知
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
政
治
理
論
家
と
し
て
の
ケ
イ
テ
ィ

ブ
の
真
骨
頂
は
、｢

民
主
的
個
人
性dem

ocratic
individuality

｣

と
い
う
概
念

を
中
心
と
す
る
独
特
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
主
義
や
共
同

体
主
義
に
対
し
て
近
代
的
な
権
利
基
底
的
個
人
主
義
を
擁
護
す
る
と
い
う
リ
ベ
ラ

ル
な
主
張
を
、｢

自
由
主
義liberalism

｣

に
で
は
な
く

｢

民
主
主
義dem

ocrac

y
｣

に
結
び
つ
け
、
通
例

｢

デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

の
中
心
的
価
値
と
看
做
さ
れ
る
政

治
的
な
討
議
や
決
定
へ
の

｢

参
加｣

の
契
機
を
強
調
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ

れ
を
個
人
の
自
律
を
損
な
う
も
の
と
し
て
批
判
す
る
、
と
い
う
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク

な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
理
か
ら
個
人
の
自
由
と
尊
厳

を
弁
証
し
よ
う
と
す
る
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
奇
抜
な
発
想
は
、
彼
が
依
拠
す
る

｢

ア
メ

リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

と
い
う
思
想
史
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
淵
源
し
て
い
る
の
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研
究
ノ
ー
ト

ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
政
治
理
論
に
つ
い
て

そ
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
を
て
が
か
り
に

森

川

輝
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ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
、
右
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
葉
に
批
判
的
に
論
及
す
る
こ

と
で
、
自
ら
の
ア
ー
レ
ン
ト
論
を
書
き
起
こ
す
。

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は

『

革
命
に
つ
い
て』

を
締
め
括
る
に
際

し
て
、『

コ
ロ
ノ
ス
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス』

の
コ
ロ
ス
の
詩
句
の
一
部
を

引
用
し
て
い
る
。[

…]

ポ
リ
ス
な
く
し
て
誰
が

｢

生
の
重
荷
に
耐
え

る｣

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
か
？
我
々
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
知
こ
そ
最
悪
の
重
荷
で
あ
る
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
繰
り
返

す
。
ポ
リ
ス
の
生
活
は
、
不
死
な
る
名
声
な
い
し
そ
れ
を
得
る
べ
く

奮
闘
す
る
機
会
を
与
え
る
が
ゆ
え
に
、
一
種
の
永
遠
と
し
て
受
け
容

れ
ら
れ
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。[

…]

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
こ

れ
以
上
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
高
い
要
求
を
政
治
に
課
し
て
い
る
。

そ
の
要
求
は
、
我
々
の
ほ
と
ん
ど
が
抱
い
て
い
る
通
念
に
と
っ
て
、

衝
撃
的
で
あ
る
と
と
も
に
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
作
品
全
体
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
常
に
、
正
面
切
っ

て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
間

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

違
い
な
くcertainly

in
A
m
erica

、
衝
撃
的
で
あ
り
疎
遠
な
も
の

・
・
・
・

・
・
・
・
・

foreign

と
な
る
。
こ
の

[『

革
命
に
つ
い
て』

の
末
尾
に
お
け
る]

応
答
は
、
政
治
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
構
想
に
、
つ
ま
り
政
治
と

は
何
で
あ
る
か
、
政
治
は
何
を
排
除
す
る
か
、
政
治
は
な
に
ゆ
え
に

善
き
も
の
で
あ
る
か
、
に
つ
い
て
の
構
想
に
紛
れ
も
な
く
含
ま
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。『

革
命
に
つ
い
て』

の
結
び
で
は
そ
の
構
想
が
最

も
凝
縮
し
た
形
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
恐
ら
く
彼
女
の

書
い
た
も
の
の
中
で
最
も
衝
撃
的
で
、
最
も
疎
遠
な
瞬
間
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る

(K
ateb

1984:
p.

1

傍
点
森
川)

。

右
の
文
章
に
は
、
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
が
最
も
凝
縮
し
た

形
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
政
治
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の

ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
れ
ば
、

ア
ー
レ
ン
ト
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
理
想
化
し
て
政
治
に
過
剰
な
望
み
を

託
し
て
お
り
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
良
の
要
素
を

全
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

・
ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
を
ど
の
よ
う
に
批
判
す
る
の

かま
ず
、
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て

お
く
。

①

古
代
ギ
リ
シ
ア
へ
の
郷
愁

ア
ー
レ
ン
ト
は
政
治
の
理
想
像

を
古
代
の
ポ
リ
ス
に
求
め
、｢

不
死
な
る
名
声｣

を
求
め
て
政
治

ジョージ・ケイティブの政治理論について
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で
な
い
か
、
そ
し
て
そ
の
点
を
解
明
す
る
上
で
、｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ｣

出
自
の
政
治
思

想
家
ア
ー
レ
ン
ト
に
対
す
る
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
批
判
的
な
眼
差
し
が
大
き
な
示
唆
を

与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か

こ
れ
が
、
本
稿
の
基
本
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
で

あ
る
。

ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
い
う

｢
民
主
的
個
人
性

(

民
主
的
な
個
人
で
あ
る
こ

とdem
ocratic

individuality)｣

と
は
、
一
体
何
か
。
そ
れ
は
、
少

な
く
と
も
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史

の
伝
統
の
中
で

伝
統
に
対
し
て
批
判
的
に
、
で
は
あ
る
が

思
考
を
続
け
た
思
想
家
に
は
縁
遠
い
理
念
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
観
点
か
ら
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
ア
ー
レ
ン
ト
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、｢

ア

メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

へ
の
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
眼
差
し
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
思
想
家
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
座
と
の
比
較
を
通
じ
て
析
出
す
る
こ
と

が
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

本
コ
メ
ン
ト
で
は
以
下
、(

１)

ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
ア
ー
レ
ン
ト
を
ど
の

よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
か
、(

２)

ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
て
亡
命
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
知
識
人
ア
ー
レ
ン
ト
は

｢

ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

の
何

を
理
解
し
な
か
っ
た
の
か
、(

３)

ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
い
う

｢

民
主
的
個
人

性｣

と
は
何
で
あ
る
の
か
、
の
順
に
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
。

(

１)

ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈

そ
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
を
論
じ
た

『

革
命
に
つ
い
て』

(

六
三
年)

を
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
は
、
晩
年
の
劇
作

『

コ
ロ
ノ
ス
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス』

の
な
か
で
、
人
々
を
驚
愕
さ
せ
る
有
名
な
一
節
を
書
い
た
。[

ギ
リ
シ

ア
語
原
文
引
用]

｢

生
ま
れ
て
来
な
い
の
が
何
よ
り
も
ま
し
だ
。
が
、
こ
の
世
に
出
て

来
て
し
ま
っ
た
以
上
は

も
と
の
と
こ
ろ
に
、
な
る
べ
く
早
く

帰
っ

た
ほ
う
が
、
そ
れ
に
次
い
で
、
ず
っ
と
ま
し
だ｣

。
こ
こ
で
ソ
フ
ォ
ク

レ
ス
は
ま
た
、
ア
テ
ナ
イ
の
伝
説
な
創
設
者
で
あ
り
従
っ
て
代
弁
者

で
あ
っ
た
テ
セ
ウ
ス
の
口
を
通
し
て
、
一
体
何
が
老
若
の
普
通
の
人
々

を
し
て
生
の
重
荷
に
耐
え
さ
せ
し
め
た
の
か
を
我
々
に
教
え
て
く
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
ポ
リ
ス
、
人
々
の
自
由
な
行
為
と
生
け
る
言
葉
か

ら
成
る
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
生
に
輝
き
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る

ton
bion

lam
pron

poieisthai
[

生
ニ
輝
キ

ヲ
与
エ
ル
コ
ト]

(A
rendt

1963:
p.

281)

。
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こ
う
し
た
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
眼
差
し
が
、｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人｣

ア
ー
レ
ン
ト

が
決
し
て
目
を
向
け
な
か
っ
た

｢

ア
メ
リ
カ｣

の

｢

デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
以
下
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

２)

ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
何
か

ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
ケ
イ
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て

・｢

デ
モ
ク
ラ
シ
ーdem

ocracy｣

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
単
に｢

民
主
政
体
＝

民
衆
の
支
配dem

o-kratia｣

と
い
う
統
治
形
式
を
指
す
言
葉
で
あ
っ

て
、｢

王
政｣

や

｢

貴
族
政｣

と
質
的
に
等
価
で
あ
る

(

実
際
ア
ー
レ
ン

ト
は

"dem
ocracy"

と
い
う
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
て
お
ら
ず
、

使
用
す
る
場
合
に
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
仕
方
で
触
れ
る
に
過
ぎ
な
い)

。

だ
が
ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
本
当
の

｢

デ
モ
ク

ラ
シ
ー｣

を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。『

民
主
的
展
望』

(

一
八
七
一
年)

で
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
語
っ
て
い
る
。

あ
あ
友
よ
、
君
も
ま
た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
選
挙
と
か
政
治
と
か

政
党
の
名
前
と
か
の
た
め
だ
け
に
あ
る
な
ん
て
思
っ
て
い
た
の
か
い
？

僕
に
言
わ
せ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
人
々
が
交
わ
り
を
結
ん

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
意
見
信
念
を
や
り
取
り
す
る
最
高
の
形
な
の
だ
。
そ
う
い
う
や
り

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

方
で
の
み
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
宗
教
で
も
文
芸
で
も
、
大
学
で
も

学
校
で
も
、
陸
軍
や
海
軍
に
お
い
て
も
、
公
私
す
べ
て
の
生
活
の
な

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

か
でin

all
public

and
private

life

、
花
を
咲
か
せ
、
実
を
結
ん

・
・

で
ゆ
く
の
だ

(W
hitm

an
2002:

p.
35f

傍
点
森
川)

。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、
そ
し
て
ケ
イ
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
と
は
単
な
る
統
治
形
式
な
ど
で
は
な
く
、｢

一
つ
の
新
し
い
生
の

様
式a

new
w
ay

of
life｣

で
あ
る

(K
eteb

1992:
p.

26)

こ

れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
ア
ー
レ
ン
ト
に
は
理
解
で
き
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト

が
Ｅ
・
ホ
ッ
フ
ァ
ー
に
宛
て
た
手
紙

(

五
五
年)

の
一
節
を
参
照
し
よ

う
。思

う
に
、
私
は
あ
な
た
と
お
会
い
す
る
ま
で
、
こ
の
国
の
ウ
ォ
ル
ト
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
な
側
面
を
、
は
っ
き
り
と
理
解
し
て
お
り
ま
せ
ん

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

で
し
た
。
あ
な
た
が
私
に
教
え
て
下
さ
っ
た
の
は
、
あ
な
た

[

が
た]

が
ど
れ
ほ
ど
、
万
人
が
あ
な
た
の
兄
弟
で
あ
り
誰
一
人
と
し
て
単
な

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

る
友
人
で
は
な
いevery

m
an

is
your

brother
and

nobody
is

・
・
・
・
・
・
・

your
friend

と
い
う
原
理
と
と
も
に
生
き
、
歩
む
こ
と
に
慣
れ
親

し
ん
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

(A
rendt

2007:
p.

76
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に
身
を
投
じ
る
古
代
の
エ
リ
ー
ト
市
民
を
理
想
化
し
て
い
る
。

②

近
代
へ
の
過
剰
な
批
判

ア
ー
レ
ン
ト
は
近
代
を

｢

疎
外

alienation
｣

の
時
代
と
し
て
激
し
く
批
判
す
る
た
め
、｢

代
議

制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

｢

個
人
主
義individualism

｣

と
い
う
近

代
の
最
良
の
遺
産
を
等
閑
視
し
て
し
ま
う
。

③

政
治
至
上
主
義

近
代
人
の
疎
外

(

②)

を
古
代
の
意
匠

(

①)

で
救
済
す
べ
く
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ポ
リ
ス
的
な
直
接
民
主

制
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
行
為
へ
の
決

断
を
生
の
充
実
と
結
び
つ
け
る
実
存
主
義
的
な
政
治
概
念
が
存

す
る
。
ま
た
そ
こ
に
、
彼
女
が

｢
出
生｣

｢

始
ま
り｣

｢

奇
蹟｣

と
い
っ
た
非
合
理
な
要
素
を
強
調
す
る
理
由
が
あ
る
。

こ
う
し
た
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
批
判
は
そ
の
後
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
史
に
大

き
な
影
響
を
与
え
、
今
日
に
至
る
ま
で
様
々
な
形
で
反
復
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
狭
義
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
と
し
て
は
重
大
な
誤
り
を
含

ん
で
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
ケ
イ
テ
ィ
ブ
が
自
ら
の
解
釈
の
前
提
と

し
、
ま
た
彼
の
本
が

(

七
七
年
の
Ｍ
・
ジ
ェ
イ
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
論

文
と
と
も
に)

人
口
に
膾
炙
さ
せ
た

｢

ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
＝
ポ
リ

ス
へ
の
郷
愁
＋
実
存
主
義
的
行
為
概
念｣

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
自
体
が
、

ア
ー
レ
ン
ト
政
治
思
想
の
理
解
と
し
て
誤
り
な
の
で
あ
る

(

１)

。
し
か
し
こ

こ
で
は
そ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
む
し
ろ
ア
ー
レ
ン
ト
を
そ
の
よ
う

に
批
判
す
る

(

せ
ざ
る
を
得
な
い)

ケ
イ
テ
ィ
ブ
自
身
の
政
治
思
想
に

目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

ケ
イ
テ
ィ
ブ
政
治
思
想
の
主
要
な
論
点
は
、
先
に
述
べ
た
彼
の
ア
ー

レ
ン
ト
批
判
に
照
ら
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①

目
指
す
べ
き
政
治
像
は
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
の
時
代
精
神
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る

す
な
わ
ち
、

ソ
ロ
ー
、
エ
マ
ー
ソ
ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

｢

民
主
的
個
人
性｣

で
あ
る
。

②

近
代
世
界
に
お
け
る｢

疎
外alienation｣

を
、
個
人
の
自
立
・

自
律
の
条
件
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
る

｢

個
人
主
義

individualism
｣

に
適
し
た
政
治
体
制
は
、
立
憲
主
義
に
基
づ

く

｢

代
議
制
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

で
あ
る
。

③

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
核
心
は
、
集
団
的
な
討
議
や
決
定
へ
の
参
加

で
は
な
く
、
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な

｢

精
神｣

の
陶
冶
に
こ
そ

あ
る

個
人
の
尊
厳
を
承
認
し
合
う｢

文
化｣

を
涵
養
し
て
、

近
代
的
な
民
主
政
体

(

②)

を
ベ
ー
ス
に
、
民
主
的
個
人
性

(
①)

を
不
断
に
開
花
さ
せ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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メ
リ
カ
を
描
き
出
し
、
ま
た
政
治
と
道
徳
の
問
題
を
め
ぐ
る
メ
ル
ヴ
ィ

ル
の
省
察
を

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

｢

大
審
問
官｣

を
論
じ
た
件

で
取
り
上
げ
て

高
く
評
価
す
る
が
、
ケ
イ
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
ト
ク

ヴ
ィ
ル
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
く
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及

し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
召
喚
す
る
範
例
的
人
物
の
相
違
は
、
ア
メ

リ
カ
に
対
す
る
眼
差
し
の
相
違
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
容
易

に
交
わ
ら
な
い
二
人
の
視
線
が
出
会
う
人
物
が
一
人
い
る

ソ
ロ
ー

で
あ
る
。

・
ソ
ロ
ー
の

｢

市
民
的
不
服
従｣

を
め
ぐ
っ
て

ア
ー
レ
ン
ト
は

｢

市
民
的
不
服
従｣

と
い
う
論
文

(

七
〇
年)

で
、

ソ
ロ
ー
の

｢

市
民
の
反
抗｣

を
取
り
上
げ
て
い
る
。

そ
れ
が
い
か
に
け
た
は
ず
れ
の
不
正
で
あ
ろ
う
と
、
不
正
の
根
絶

に
献
身
す
る
こ
と
が
人
間
の
義
務
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。[

…]

し
か
し
、
少
な
く
と
も
不
正
に
は
関
与
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
今
後

不
正
を
犯
す
気
が
な
い
な
ら
ば
、
実
際
に
不
正
を
支
持
し
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
人
間
と
し
て
の
義
務
で
あ
る

(

ソ
ロ
ー

一
九
九
七：

二
二
頁)

。

州
は
人
間
の
知
性
や
徳
性
を
正
面
か
ら
相
手
に
す
る
気
は
さ
ら
に

な
く
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
肉
体
と
感
覚
だ
け
を
相
手
に
し
て
い
る
。

私
は
ひ
と
か
ら
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
は
生
ま
れ
つ
い
て
は
い
な
い
。

自
分
の
流
儀
で
呼
吸
す
る
つ
も
り
で
あ
る

(

三
八
頁)

。

個
人
が
国
家
を
、
国
家
よ
り
も
高
い
、
独
立
し
た
力
と
し
て
認
識

し
、
国
家
の
力
と
権
威
は
す
べ
て
個
人
の
力
に
由
来
す
る
と
考
え
て
、

個
人
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
扱
う
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
真
に
自
由

な
文
明
国
は
決
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う

(

五
四
頁)

。

こ
う
し
た
ソ
ロ
ー
の
思
想
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、『

ゴ
ル
ギ
ア
ス』

で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
示
し
た

｢

不
正
の
拒
否｣

に
遡
る
、
個
人
の
良
心
に

基
づ
く
権
力
へ
の
不
服
従
の
伝
統
に
棹
さ
し
て
い
る

(A
rendt

1972:

p.
62f)

。
そ
れ
は
政
治
的
な
不
正
に
対
し
て
一
定
の
効
果
を
持
ち
得
る

が
、
市
民
同
士
が
連
帯
し
て
活
動
す
る
と
い
う
政
治
的
原
理
と
は
異
な

る

(

両
者
の
違
い
は
例
え
ば
、
個
人
の
モ
ラ
ル
に
基
づ
く

｢

良
心
的
兵

役
拒
否｣

と
、
多
く
の
人
々
か
ら
構
成
さ
れ
る

｢

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反
戦
運

動｣

と
の
違
い
に
相
応
す
る)

。
ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ー
レ
ン

ト
は
何
に
も
分
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
の
で
あ
る

森
の
人
ソ
ロ
ー
と
、

ア
ゴ
ラ
の
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
一
緒
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
思
考
を

｢

私
―
私
自
身

(

公
的
に

現
れ
て
い
る
自
己
―
現
れ
な
い
自
己)｣

の
対
話
と
捉
え
、
こ
の
自
己
内
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。

だ
が
ア
ー
レ
ン
ト
は

｢

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
な
側
面｣

に
慣
れ
親
し
む
こ

と
が
で
き
な
い
。
彼
女
に
と
っ
て
、
政
治
的
な
連
帯
と
は
互
い
の
間
の

距
離
を
尊
重
す
る
人
々
の

｢

友
情philia

｣

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り

(A
rendt

1958:
p.

243)

、
翻
っ
て

｢

兄
弟｣

と
は
互
い
を
一
つ
の

｢

身
体
＝
共
同
体corpus｣
と
し
て
結
合
さ
せ
て
し
ま
う
反
政
治
的
な

原
理
で
し
か
な
い

(p.
53f)

。
右
の
書
簡
か
ら
数
年
後
に
着
手
さ
れ
る

ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
論
に
お
い
て
、｢
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
的
な
側
面｣

は
完

全
に
彼
女
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

・
ア
メ
リ
カ
の

｢

失
わ
れ
た
至
宝｣

に
つ
い
て

ア
ー
レ
ン
ト
が
目
を
向
け
る
ア
メ
リ
カ
と
は
、
一
八
世
紀
つ
ま
り
独

立
革
命
期
の
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
独
立
以
前
の
各
コ
ロ
ニ
ー
に
お
い
て

自
発
的
に
組
織
さ
れ
た
討
議
空
間

(

タ
ウ
ン
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ)
を
基

礎
に
、
平
和
裏
に
連
邦
を
構
成
し
、
新
し
い
憲
法
体
制

(

国
体consti-

tution)

の
創
設
に
成
功
し
た

｢

自
由
の
政
治｣

の
実
践
こ
そ
が
、
ア

メ
リ
カ
の
政
治
的
伝
統
に
お
い
て
救
い
出
さ
れ
る
べ
き

｢

失
わ
れ
た
宝｣

な
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
れ
を

｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
の
企

てenterprises
of

E
uropean

m
ankind

｣

と
位
置
付
け
る

(A
rendt

1963:p.55)

。
彼
女
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
と
は
、

失
わ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
に
お
け
る
共
和
主
義
的
な
政
治
実
践
の

近
代
に
お
け
る
再
生
で
あ
り
、
そ
の
再
生
と
い
う
こ
と
の
内
に
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
ロ
ー
マ
崩
壊
前
夜
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
探
究
し

た
新
た
な

｢

始
ま
り｣

の
政
治
的
な
実
現
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

ア
ー
レ
ン
ト
の
見
る
と
こ
ろ
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
憲
法
体
制
が
安
定

す
る
と
、
参
加
へ
の

｢

自
由freedom

｣

で
は
な
く
私
的
な

｢

自
由li-

berty｣

が
幅
を
利
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
革
命
期
の
体
験
の
最
良
の
部

分
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

ゆ
え
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
独
立
革
命
の
体

験
を
救
い
出
す
こ
と
を
主
張
し
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
共
和
主
義
的
政

治
構
想

(w
ard-system

)

を
高
く
評
価
す
る
。

翻
っ
て
ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
い
。

ケ
イ
テ
ィ
ブ
が
目
を
向
け
る
の
は
、
確
立
さ
れ
た
憲
法
体
制
の
下
で
始

ま
っ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
の
陶
冶
で
あ
り
、
そ
の
新
し
さ
と
ユ
ニ
ー

ク
さ
を
説
い
た

｢

ア
メ
リ
カ
の
学
者｣

(

エ
マ
ー
ソ
ン)

た
ち
の
思
想
で

あ
る
。
ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ア
メ
リ
カ
の
政
治

的
伝
統
を
古
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
と
の
連
続
性
か
ら
捉
え
よ
う
と
す

る
た
め
に
、｢

ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

の
真
の
新
し
さ
を
看
過
し

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
エ
マ
ー
ソ
ン
と
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
を
黙
殺
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
報
告
か
ら
一
九
世
紀
中
葉
の
ア
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と
同
じ
よ
う
に
変
化
に
富
ん
で
い
る
。
人
生
が
別
の
ひ
と
の
人
生
に

ど
ん
な
展
望
を
与
え
る
か
は
、
だ
れ
に
も
言
い
あ
て
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
一
瞬
の
あ
い
だ
、
た
が
い
の
目
を
通
し
て
も
の

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

を
見
る
こ
と
ほ
ど
大
き
な
奇
跡
が
起
こ
り
得
よ
う
か
？

(

ソ
ロ
ー
一

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

九
九
五：

上
、
二
三
頁

傍
点
森
川)

。

万
物
が
戯
れ
て
い
る
自
然
の
美
を｢

見
る｣

ソ
ロ
ー
の
眼
差
し
は
、『

ウ
ォ
ー

ル
デ
ン』

全
編
を
貫
い
て
い
る

(

２)

。
我
々
は
、
ソ
ロ
ー
に
倣
っ
て
慣
習
的

な
善
と
悪
の
彼
岸
に
立
ち
、｢

原
生
林
、
雷
雲
、[

…]

雨
な
ど
を
見
て
、

元
気
を
回
復
し｣

、｢

人
間
自
身
の
限
界
が
越
え
ら
れ
る
さ
ま｣

を

｢

目

撃
す
る
必
要
が
あ
る｣

。｢
｢

自
然｣

が
こ
れ
ほ
ど
生
命
に
満
ち
あ
ふ
れ

て
い
る
た
め
に
、
無
数
の
生
命
が
犠
牲
に
な
っ
た
り
、
た
が
い
に
貪
り

あ
っ
た
り
し
て
も
、
な
お
そ
れ
が
余
裕
綽
々
と
し
て
い
る
さ
ま
を
見
る

と
う
れ
し
く
な
る｣

(

下
、
二
六
六
頁)

。
人
間
精
神
の
最
高
の
活
動
を

｢

見
る
こ
とthe� rein
｣

に
求
め
る
点
に
限
れ
ば
、
ソ
ロ
ー
は
、
プ
ラ

ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
古
き

ア
ー
レ
ン
ト
が

｢

観
照
の

生bios
the� retikos｣

の
優
位
と
呼
ぶ

伝
統
に
棹
さ
し
て
い
る
。

し
か
し
美
し
い
世
界
を

｢

見
る｣

こ
と
は
、
少
数
の
哲
学
者
の
特
権
な

ど
で
は
な
く
、
誰
も
が
日
常
に
お
い
て
為
し
得
る
こ
と
で
あ
る

こ

こ
に
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
い
う

｢

民
主
的
個
人
性｣

の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。

(

３)
"D
em
ocratic

Individuality"

審
美
的
な

｢

観
照｣

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

・
近
代
の

｢

疎
外｣

に
つ
い
て

ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
全
体
主
義
と
い
う
悪

evil

か
ら
近
代
を
逆
照
射
す
る
た
め
、
近
代
の
疎
外
を
否
定
的
に
し
か

捉
え
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
政
治
行
為
に
よ
る
実
存
の
燃
焼
に
活
路
を

求
め
、
ル
ソ
ー
的
な
直
接
民
主
政
治
と
い
う
隘
路
に
陥
り
、｢

民
主
的
個

人
性｣

の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
目
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る

(

３)

。
そ
う

で
は
な
く
て
、

穏
当
な
疎
外m

oderate
alienation

と
い
う

[

近
代
の]

一
般
的

な
条
件
が
開
放
さ
れ
る
こ
と
で
、
各
人
は
個
人
と
な
る
の
で
あ
る
。

エ
マ
ー
ソ
ン
、
ソ
ロ
ー
、
そ
し
て
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
以
上
に
、
こ
の
こ

と
を
示
し
た
者
は
い
な
い
。[

…]

穏
当
な
疎
外
の
公
正
さ
に
基
づ
く
あ
ら
ゆ
る
対
話
の
道
徳
的
な
単

位
は
、
個
人
で
あ
り
、
人
類
や
、
悪
夢
の
よ
う
に
一
緒
く
た
に
さ
れ

た
大
衆
な
ど
で
は
な
い
。
そ
の
個
人
と
は
民
主
的
な
個
人
で
あ
り
、

条
件
付
け
ら
れ
ず
に
場
を
持
た
な
い
幽
霊
な
ど
で
は
な
い
。
民
主
的
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対
話
に
お
け
る
一
致
を
社
会
的
な
意
見

(

世
論)

よ
り
優
先
す
る
こ
と

に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な

｢

良
心｣

の
は
た
ら
き
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。
し

か
し
ケ
イ
テ
ィ
ブ
に
よ
れ
ば
、
ソ
ロ
ー
に
お
け
る
自
己
の

｢

二
重
性

doubleness｣
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
自
己
内
対
話
で
は
な
い
。
そ
も

そ
も
ソ
ロ
ー
は
伝
統
的
な
意
味
で
の
道
徳
的
な

｢

良
心｣

な
ど
に
拘
泥

し
て
は
い
な
い
。

ソ
ロ
ー
は
良
心
な
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
。
け
だ
し
良
心
は
、
世
界
・
・

を
そ
の
美
し
さ
の
た
め
に
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
を
そ
の
邪
悪

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

さ
の
た
め
に
非
難
し
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
ソ
ロ
ー
は

｢

美
の
認
識

こ
そ
道
徳
的
な
テ
ス
ト
な
り｣

と
喝
破
し
て
、
逆
に
美
を
善
に
優
位

・
・
・
・
・
・

さ
せ
るbeauty

over
goodness

。
彼
は

｢

賢
者
に
押
さ
れ
る
刻
印

は
宇
宙
の
無
垢
な
る
徴
な
り｣

と
公
言
し
て
、
善
悪
の
彼
岸
へ
とbe-

・
・
・
・
・
・
・

yond
good

and
evil

ゆ
っ
く
り
と
歩
を
進
め
て
ゆ
く
。
し
か
し
ま

た
彼
は
道
徳
的
な
責
任
の
感
覚
を
、
自
由
な
州

[

国
家]

に
お
け
る

納
税
者
が
奴
隷
制
の
存
続
に
つ
い
て
個
人
的
責
任
を
負
っ
て
い
る
と

い
う
次
元
に
ま
で
、
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
唯
一
人
で
あ
る
、

し
か
し
彼
が
独
居
に
留
ま
る
の
は
、
彼
の
他
者
へ
の
愛
が
あ
ま
り
に

・
・
・
・
・

も
激
し
く
て
、
他
者
の
不
完
全
さ
が
彼
を
�
き
乱
し
て
し
ま
う
か
ら

な
の
だ
。
彼
は
人
に
飼
い
な
ら
さ
れ
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
は
、
彼
を
孤
独solitude

へ
と
引
き
こ
も
ら
せ
る
の
で
は
な

く
、
却
っ
て
彼
の
公
的
な
性
質public

nature

や
彼
の
市
民
と
し

・
・
・
・
・

・
・
・
・

て
の
在
り
方citizenship

を
強
化
す
る
の
で
あ
る

(K
ateb

1984:

・
・
・
・
・

p.
111

傍
点
森
川)

。

ソ
ロ
ー
が
町
を
離
れ
て
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
湖
畔
に
赴
い
た
の
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
考
え
る
よ
う
に
公
的
世
界
か
ら
隠
遁
す
る
た
め
の
で
は
な
く
、

世
界
の
美
と
他
者
へ
の
愛
に
開
か
れ
た
真
に
公
的
な
生
の
在
り
方
を
探

求
し
、
新
し
い
政
治
の
可
能
性
を
追
求
す
る
た
め
な
の
で
あ
る

｢

理
想
的
な
政
治｣

、
す
な
わ
ち

｢

非
暴
力
的
で
、
決
ま
り
事
に
縛
ら
れ

ず
、
自
己
中
心
的
で
な
く
、
挿
話
的
な
、
そ
し
て
恐
ら
く
哲
学
的
な｣

政
治
を
求
め
て

(p.111)

。
こ
の
ソ
ロ
ー

(

お
よ
び
ケ
イ
テ
ィ
ブ)

の

眼
差
し
か
ら
す
る
と
、
ア
ー
レ
ン
ト

(

と
ソ
ク
ラ
テ
ス)

は
政
治
や
道

徳
を
も
っ
ぱ
ら
都
市
の
内
部
の
営
み
に
矮
小
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る

町
を
捨
て
よ
、
森
へ
出
よ
う
！
そ
こ
で
し
か
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
。

宇
宙
の
さ
ま
ざ
ま
な
宮
に
住
ま
う
、
ど
ん
な
異
形
の
者
た
ち
が
、
は

る
か
か
な
た
か
ら
、
お
な
じ
瞬
間
に
お
な
じ
太
陽
を
見
つ
め
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
！

｢

自
然｣

と
人
間
の
生
活
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
体
質
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照
の
生
活｣

を
論
じ
た
部
分
に
こ
そ
あ
る
。

・
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
精
神

あ
る
い
は
、
精
神
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
、
哲
学
の
始
ま
り
を

｢

驚
嘆thaum

adzein｣

に
見

出
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
洞
察
を
高
く
評
価
す
る
。｢

何
も
無
い
の
で
は
な
く
、

何
か
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
対
す
る
驚
嘆w

onder｣

が
人
を
思

・
・

考
へ
と
向
か
わ
せ
、｢

世
界
の
美
へ
の
感
謝gratitude｣

を
育
む

・
・

(K
ateb

1984:
p.

165)

。
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
課
題
は
、
存
在
へ
の
驚
嘆
と

美
へ
の
感
謝
を
万
人
が
等
し
く
育
み
得
る
能
力
と
し
て
捉
え
、
民
主
的

・
・
・

な
文
化
の
陶
冶
へ
と
結
び
付
け
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
ケ
イ
テ
ィ

ブ
は
、｢

驚
嘆｣

を
哲
学
の
始
源
と
看
做
し
た
プ
ラ
ト
ン
、
ま
た
ニ
ー
チ
ェ

の

｢

距
離
へ
の
パ
ト
ス｣

や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

｢

放
下｣

と
い
っ
た
思
想

を
積
極
的
に
評
価
し
つ
つ

(K
ateb

1992:
chap.

5)

、
彼
ら
旧
世
界
の

思
想
家
の
限
界
を
指
摘
す
る

彼
ら
は

｢

超
越｣

が
少
数
の
賢
者
に

の
み
可
能
で
あ
る
と
思
い
な
し
、｢

民
主
的
な
超
絶dem

ocratic
tran-

・
・
・
・

scendence｣

へ
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
ど
う
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
哲
学

の
伝
統
に
お
け
る
形
而
上
学
的
な
バ
イ
ア
ス
、
す
な
わ
ち

｢

驚
嘆｣

に

衝
き
動
か
さ
れ
て
真
理
を
探
究
す
る
哲
学
者
が
ほ
ぼ
例
外
な
く

｢

現
れ

の
世
界｣

を
超
越
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
が
実
際

に
生
き
て
い
る
行
為

(

政
治)

の
世
界
を
貶
め
て
し
ま
う
傾
向
性
を
厳

し
く
批
判
す
る
。
真
の
思
考
の
可
能
性
は
、
現
れ
の
世
界
を
超
越
す
る

こ
と
な
く
、
他
者
と
共
に
生
き
る
人
間
の
精
神
の
内
に
開
か
れ
る

か
か
る
思
考
を
実
践
し
た
人
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
な
の
で
あ
る
。
ケ
イ
テ
ィ

ブ
は
こ
う
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
診
断
に
一
定
の
評
価
を
与
え
つ
つ
、
次

の
よ
う
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
引

き
出
す

｢

思
考thinking｣

の
範
例
は
、
多
数
者

(

ア
テ
ナ
イ
市
民)

に
抗
う
思
考
の
人
と
い
う
エ
リ
ー
ト
主
義
か
ら
逃
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
？

(K
ateb

1984:
p.

192)

。
さ
ら
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
伝
統

的
な
形
而
上
学
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、
形
而
上
学
的
な
思
考
が
本
来
的

に
内
包
し
て
い
る
は
ず
の
美
的
な

｢

超
越｣

と
い
う
モ
ー
メ
ン
ト
を
も

否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

形
而
上
学
者
た
ち
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
論
じ
て
い
る
よ
う
な
形
で
理

解
さ
れ
た
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。[

…]

形

而
下
の
現
れ
の
世
界
を
形
而
上
学
的
に
探
求
す
る
こ
と
が
、
現
れ
の

世
界
に
対
す
る
全
く
の
無
関
心
や
、
苦
痛
と
悪
が
存
在
す
る
世
界
へ

の
激
し
い
嫌
悪
や
、
ま
た
現
れ
の
世
界
が
持
つ
美
へ
の
忘
恩
な
ど
を
、

必
然
的
に
含
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

(K
ateb

1984:

p.
194f)

。
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な
個
人
と
い
う
像
の
鍵
と
な
る
の
は
、
エ
マ
ー
ソ
ン
が

｢

二
重
の
意

識｣
[

…]

と
呼
び
、
ソ
ロ
ー
が

『

ウ
ォ
ー
ル
デ
ン』

で

｢

二
重
性｣

と
呼
ん
だ
も
の
へ
と
自
己
を
運
ん
で
ゆ
く
、
自
己
―
意
識self-

consciousness

で
あ
る
。
ソ
ロ
ー
が
そ
う
呼
ん
だ
も
の
の
本
質
は
、

自
己
を
―
客
観
視
す
る
こ
とself-objectification

、
す
な
わ
ち
自

己
自
身
を
他
な
る
者
と
し
て
遇
す
る
構
え
で
あ
る
。[

…
こ
れ
は
ス
ト

ア
主
義
の
よ
う
な
硬
直
し
た
自
己
の
二
重
化
と
は
異
な
る
…]

ア
メ
リ
カ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
二
重
性A

m
erican

rom
antic

・
・
・
・
・
・
・
・
・

doubleness

は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

｢

ぼ
く
自
身
の
歌｣

に
お
い
て

最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。[
…]

そ
の
詩
句
で
謳
わ
れ

て
い
る
の
は
、
人
が
互
い
に
分
離
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
最
も
活
動

的
と
な
る
よ
う
な
能
力
で
あ
る
。[

…]

自
己
と
は
ゆ
っ
た
り
し
た
も

の
で
あ
る
。
悪
し
き
信
仰
が
自
己
を
和
合
へ
と
差
し
出
し
て
し
ま
う

危
険
は
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
も
の
が
休
み
な
く
、
矛
盾
し
な
が

ら
、
炸
裂
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
勝
者
も
敗
者
も
な
い
、

真
正
な
る
戯
れ
で
あ
る
。[

…]

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
許
容
さ
れ
、
す
べ
・
・

て
が
詩
と
な
る
こ
と
が
で
き
るeverything

can
be

poetized

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

(K
ateb

1984:
p.

178f

傍
点
森
川)

各
人
の
創
造
的
な
生
は
、
政
治
的
な
討
議
と
い
う
狭
隘
な
実
践
に
お
い

て
で
は
な
く
、
自
己
が
他
者
と
、
ま
た
自
己
自
身
か
ら
も
遊
離
し
な
が

ら
、
し
か
し
同
時
に
交
わ
り
合
う
よ
う
な
、
詩
的
な
在
り
方
に
お
い
て

可
能
と
な
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
憲
法
体
制
は
そ
の
た
め
の
外
面
的
な
条
件

と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
擁
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

｢

民
主
的
な
個
人
性｣

の
実
現
は
個
々
人
の
魂
に
お
け
る
自
己
の

｢

ア
メ

リ
カ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
二
重
性｣

、
そ
れ
に
基
づ
く

｢

個
人
に
よ
る
超
越

[

超
絶]

individual
transcendence｣

に
あ
る
の
だ
か
ら

(K
ateb

1984:
p.

183)

、
私
的
な
自
由
を
外
面
的
に
尊
重
す
る
だ
け
の
自
由
主

義
で
は
不
十
分
で
あ
る

ロ
ー
ル
ズ
流
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
は
、
い

わ
ば

｢

魂｣

が
入
っ
て
い
な
い
の
だ

(K
ateb

1992:
p.

6f,
25f)

。

制
度
的
に
は
リ
ベ
ラ
ル
な
憲
法
体
制
を
維
持
し
つ
つ
、
政
治
権
力
へ

の
人
々
の
動
員
を
言
祝
ぐ
参
加
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
幻
想
を
抱
く
こ
と
を

避
け
、
人
々
が
精
神
の
内
面
に
お
い
て
詩
的
に
戯
れ
共
存
す
る
魂
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ー

レ
ン
ト
の
よ
う
に

｢

大
海
の
中
の
小
島｣

の
如
き
実
践
的
公
共
空
間
を

夢
想
す
る
の
で
は
な
く

(A
rendt

1963:
p.

275)

、
万
人
が
出
会
い
へ

と
開
か
れ
る

｢

内
な
る
大
海inner

ocean
｣

を
各
人
の
精
神
の
内
に

見
出
し
、
陶
冶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
よ
う
に
考
え
る
ケ
イ

テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
中
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
べ

き
も
の
は
、
彼
女
が

｢

行
為
の
生
活｣

を
論
じ
た
部
分
に
は
な
く
、｢

観
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・
内
面
化
さ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
あ
る
い
は

｢

ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク

ラ
シ
ー｣

の
浄
化

ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
、
精
神
の
陶
冶
に
関
す
る
省
察
に
満
ち
た
そ
の
デ
モ

ラ
ク
シ
ー
論
に
お
い
て
、
美
的
な
超
絶
に
よ
っ
て
世
界
と
他
者
へ
の
道

徳
的
感
受
性
を
不
断
に
陶
冶
す
る
こ
と
を
情
熱
的
に
説
く
が
、
実
践
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
で
口
を
閉
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
践
と

い
う
側
面
を
欠
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
詩
想
が
、
政
治
思
想
と
し
て
は
致

命
的
な
弱
点
と
孕
ん
だ
も
の
に
な
る
こ
と
を
、
恐
ら
く
百
も
承
知
で
。

な
ぜ
な
の
か
？

言
う
ま
で
も
な
く
ソ
ロ
ー
も
エ
マ
ー
ソ
ン
も
奴
隷
制
に
反
対
し
、
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
は
南
北
戦
争
が
勃
発
す
る
や
北
軍
に
与
し
て

｢

船
長｣

リ

ン
カ
ン
の
た
め
に

｢

軍
鼓｣

を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。

ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
言
う
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
道
徳
的
動
機
が
、
民
主
的
な
審
美
主
義dem

ocratic

aestheticism

の
徒
を
再
生
さ
せ
る

(

ソ
ロ
ー
は
違
う
が
、
エ
マ
ー

ソ
ン
も
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
も
、
奴
隷
制
に
抗
う
暴
力
に
心
か
ら
の
承
認

を
与
え
た
。
そ
の
こ
と
に
は
警
戒
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
し
か
し
彼

ら
に
ど
ん
な
選
択
肢
が
あ
っ
た
と
い
う
の
か
？)

。
だ
か
ら
民
主
的
な

審
美
主
義
の
徒
は
、
こ
う
言
っ
て
自
ら
を
元
気
づ
け
る
の
だ

世

界
の
不
正
が
減
じ
な
い
限
り
は
、
世
界
は
肯
定
さ
れ
ず
、
世
界
は
純

真
無
垢
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
世
界
が
汚
れ
な
き
感
謝
と
賞

賛
、
そ
し
て
驚
嘆
の
場
所
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
、
と

(K
ateb

2000:
p.

34)

。

こ
こ
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う

｢

心
情
倫
理｣

の
迸
り
を
見
て
し
ま
う
の

は
、
私
が
旧
世
界
の
伝
統
的
な
思
考
様
式
に
囚
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ

う
か
？
確
か
に
南
北
戦
争
に
お
い
て
、
エ
マ
ー
ソ
ン
や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

に
は
北
軍
を
支
持
す
る
以
外
に
選
択
肢
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ

れ
を
以
っ
て
彼
ら
が
政
治
的
な
暴
力
一
般
を
肯
定
し
た
な
ど
と
非
難
す

る
の
は
公
正
で
は
な
い
が
、
問
題
は
そ
こ
に
は
な
い
。
彼
ら
の

｢

ア
メ

リ
カ｣

の
詩
想
に
は
ア
メ
リ
カ
の
膨
張
を
言
祝
ぐ
思
想
が
紛
れ
も
な
く

孕
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
恐
ら
く
ケ
イ
テ
ィ
ブ
に
と
っ

て
最
大
の
難
点
な
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
言
う
に
及
ば
ず
、
三
人
の
中
で
最
も
現

実
政
治
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
ソ
ロ
ー
で
さ
え
、
森

に
籠
っ
て
宇
宙
の
美
を
愛
で
て
い
た
だ
け
の
人
で
は
な
い
。
彼
も
ま
た

ド
ラ
ム
を
叩
い
て
進
軍
の
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
い
る

西
へ
進
め
、
大

い
な
る
西
部
へ
と
！
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ソ
ロ
ー
が
実
践
し
た
よ
う
な｢

観
照
＝
見
る
こ
と｣

の
可
能
性
に
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
十
分
に
気
付
い
て
い
な
い
。｢

精
神
の
生
活｣

を
め
ぐ
る
彼
女

の
思
想
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
、
ソ
ロ
ー
、
エ
マ
ー
ソ
ン
、
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
の
精
神
か
ら
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ア
ー
レ
ン
ト
曰
く
、
人
は
独
り
で
い
る
と
き
に

｢

潜
在
的
に
は
他
の

・
・
・
・
・

者
す
べ
て
と
共
に
あ
る｣
。
す
な
わ
ち
、｢

自
己
自
身
と
共
に
あ
る
こ

と｣

は

｢

他
の
す
べ
て
の
者
と
共
に｣

あ
る
こ
と
に
な
る

(K
ateb

1994:
p.

776

傍
点
森
川)
。

確
か
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
思
考
と
い
う
自
己
対
話
は
現
れ
の
世
界
の
時

間
的
・
空
間
的
制
約
を
逃
れ
て
い
る
か
ら｢

潜
在
的
に
はpotentially｣

誰
と
で
も
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う

(A
rendt

1994:
p.

359f)

。
例
え
ば

｢

こ
の
件
に
つ
い
て
、
も
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
だ
っ
た
ら
何

と
意
見
を
述
べ
る
だ
ろ
う
？｣

と
い
う
形
で
、
我
々
は
他
者
と
の
仮
設

的
な
対
話
を
精
神
の
内
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

し
か
し
ケ
イ
テ
ィ

ブ
は
、｢

潜
在
的
に
は｣

と
い
う
限
定
を
取
り
去
っ
た
う
え
で
、
こ
う
続

け
る
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
こ
で
民
主
的
な
個
人
性
に
と
っ
て
本
質
的
な
理
念

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

を
快
く
受
け
容
れ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
、
と
私
は
考
え
た
い
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
各
々
の
人
格
は
内
な
る
精
神
に
お
い
て
多
様
で
あ
り
、

諸
々
の
思
想
、
ま
だ
思
想
に
な
り
切
っ
て
い
な
い
思
念
、
数
多
の
衝

動
や
欲
求
、
ま
た
幻
想
や
洞
察
に
満
ち
満
ち
て
い
る
、
と
い
う
理
念

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
様
々
の
こ
と
ど
も
は
、
一
つ
の
中
心
か
ら
で
は

な
く
、
自
己
自
身
の
内
な
る｢

多
な
る
者
た
ちm

ultitudes｣

か
ら
、

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
言
葉
で
言
え
ば

｢

ぼ
く
自
身
の
歌｣

か
ら
生
じ
て

く
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
そ
の
よ
う
な
内
な
る
多

・
・
・
・

数
性
を
、
我
々
を
他
者
と
他
の
も
の
に
つ
な
ぎ
合
せ
る
装
置
と
し
て

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

役
立
て
る
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る

(ibid.

傍
点
森
川)

。

と
こ
ろ
が
ア
ー
レ
ン
ト
は

当
然
な
が
ら

｢

自
ら
の
孤
独
の
理

論
を
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
方
向
に
進
め
よ
う
と
は
し
な
い｣

の
で
あ
り
、

そ
こ
に
ケ
イ
テ
ィ
ブ
の
不
満
が
あ
る
。｢

ア
ー
レ
ン
ト
は

[

精
神
の]

内

な
る
生
を
外

[

の
現
れ
の
世
界]

へ
と
移
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
し
ま
い
、

内
な
る
生
に
住
ま
っ
て
探
索
し
、
そ
の
深
さ
に
耳
を
澄
ま
そ
う
と
は
し

な
い
の
で
あ
る｣

(p.
777,

776)

な
ら
ば
、
精
神
の
内
面
で
豊

穣
な
多
様
性
に
目
を
凝
ら
し
耳
を
澄
ま
す
こ
と
が
、
そ
れ
の
み
が
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
な
の
だ
ろ
う
か
?!
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A
hab｣

(

九
九
章)

。
す
べ
て
を
自
己
に
同
化
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
望
に

囚
わ
れ
、
服
わ
ぬ
白
鯨
に
銛
を
打
ち
込
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
妄
想
に

取
り
つ
か
れ
た
エ
イ
ハ
ブ
に
、
し
か
し
ピ
ー
ク
オ
ッ
ド
号
の
船
員
た
ち

は
無
理
や
り
従
わ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
船
長
の
無
謀
な
企

て
に
自
発
的
に
同
意
し
、
民
主
的
に
参
加
し
た
の
で
あ
る

｢『

お

ぬ
し
ら
、
こ
れ
に
手
を
か
す
か
？』

[

…]
『

合ア

点イ

、
承ア

知イ

！』

と
叫
び

な
が
ら
、
銛
打
ち
と
水
夫
た
ち
は
気
を
高
ぶ
ら
せ
た
老
人
の
も
と
に
は

し
り
寄
っ
た
。『

白
鯨
を
見
の
が
す
な
！
モ
ー
ビ
ィ
・
デ
ィ
ッ
ク
を
ほ
う

む
れ
！』｣

(

三
六
章)

。
そ
し
て
ピ
ー
ク
オ
ッ
ド
号
は
白
鯨
に
無
惨
に
打

ち
砕
か
れ
、
エ
イ
ハ
ブ
を
大
洋
の
渦
に
埋
葬
す
る

｢

ア
メ
リ
カ
産｣

の

｢

柩
車｣

と
化
す

(

一
三
五
章)

。
こ
こ
で
メ
ル
ヴ
ィ
ル
を
高
く
評
価
す

る
ア
ー
レ
ン
ト
に
立
ち
戻
れ
ば
、
帝
国
主
義
の
暴
風
が
吹
き
荒
れ
た
後

に
全
体
主
義
が
出
現
し
た
二
〇
世
紀
を
生
き
た
彼
女
は
、｢

境
界
線｣

の

内
に
留
ま
り
、
小
規
模
な
公
共
空
間
で
自
由
に
語
り
合
う
実
践
か
ら
世

界
を
始
め
直
そ
う
と
考
え
た

亡
命
者
た
る
彼
女
に
門
戸
を
開
い
た

ア
メ
リ
カ
の
原
点
、
独
立
革
命
期
の
体
験
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
。
シ
ュ

ク
ラ
ー
の
場
合
、
最
悪
の
暴
力
を
回
避
す
る
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
考

え
、
次
善
の
政
治
の
理
念
と
し
て
自
由
主
義
を
擁
護
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
ケ
イ
テ
ィ
ブ
か
ら
見
れ
ば
、
デ
モ
ラ
ク
シ
ー
の
真
の
可
能
性
に
対

し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
も
シ
ュ
ク
ラ
ー
も
冷
淡
過
ぎ
る
の
で
あ
る

(K
ateb

1998:
p.

xviii)

。

で
は
ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
孕
む
暴
力
性

に
、
ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
一
度
ロ
ー
レ
ン
ス
の
声

に
耳
を
傾
け
れ
ば
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
統
合
へ
の
欲
望
を
追
求

し
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
こ
そ
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
不
吉
な
予
言
を
超
え
て
進

み
、
暴
力
か
ら
浄
化
さ
れ
た

｢

魂
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

と
い
う
詩
想
に

到
達
し
た
の
だ
と
い
う
。

た
だ
大
道the

O
pen

R
oad

を
ゆ
く
こ
と
だ
。[

…]

同
じ
道
を
ゆ
く
他
の
す
べ
て
の
旅
人
に
会
い
な
が
ら
。
と
言
う
が

そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
ゆ
く
の
か
？
ど
の
よ
う
に
会
い
、
ま
た
ど
う
通

り
過
ぎ
る
と
い
う
の
だ
？
共
感sym

pathy

を
も
っ
て
、
と
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
は
言
う
。
共
感
、
と
。[

…]

こ
れ
は
新
た
な
偉
大
な
原
理
で
あ
る
。
生
命
の
原
理
で
あ
り
、
新

し
い
偉
大
な
道
徳
で
あ
る
。
実
際
の
生
き
方
と
し
て
の
道
徳
で
あ
り
、

救
済
の
た
め
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
れ
ま
で
救
済
の
道
徳
を

超
え
た
こ
と
が
な
い
。[

…]

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
道
徳
は
救
済
を
も
た

ら
す
道
徳
で
は
な
い
。
彼
の
道
徳
は
、
魂
が
魂
自
身
を
救
う
の
で
は

な
く
、
魂
自
身
の
生
を
生
き
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。[

…]

未
知
へ

の
長
い
生
涯
に
つ
づ
く
旅
を
し
な
が
ら
、
魂
は
、
微
妙
な
共
感
を
い
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ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
出
る
と
き

[

…]

自
分
を
強
い
て
東
へ
足
を
向
け

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
西
に
な
ら
喜
び
勇
ん
で
出
か
け
る
。[

…]

沈

み
行
く
太
陽
に
向
か
っ
て
西
の
水
平
線
に
は
森
が
途
切
れ
る
こ
と
な

く
広
が
り
、
そ
こ
に
は
こ
ち
ら
の
気
持
ち
を
乱
す
ほ
ど
の
大
都
市
や

町
は
存
在
し
て
い
な
い
と
信
ず
る
。[

…]

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ア
メ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

リ
カ
人
一
般
に
あ
て
は
ま
る
傾
向
だ
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
な
か
っ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

た
ら
、
こ
の
事
実
を
こ
れ
ほ
ど
強
調
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

オ
レ
ゴ
ン
に
向
か
っ
て
歩
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
め
ざ

し
て
で
は
な
く
。
ま
さ
し
く
そ
の
方
向
に
国
は
向
か
っ
て
い
る
の
だ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

し
、
人
類
は
東
か
ら
西
へ
と
歩
を
進
め
て
き
た
と
さ
え
言
え
る
と
思

・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

う

(

ソ
ロ
ー
二
〇
〇
五：

二
八
―
九
頁

傍
点
森
川)

。

こ
の
あ
か
ら
さ
ま
な

｢

明
白
な
る
運
命｣

の
肯
定
は
、
し
か
し
ア
メ
リ

カ
の
建
国
原
理
に
孕
ま
れ
て
い
た
一
つ
の
可
能
性
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
Ｊ
・
シ
ュ
ク
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、｢

万
人
の
自
由
と
平
等｣

と
い
う
普
遍
的
な
原
理
の
下
に
創
設
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
は
、
常
に

｢
境

界
線｣

を
め
ぐ
る
デ
ィ
レ
ン
マ
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

(Shklar
1998:

chap.
9)

。
す
な
わ
ち
、｢

万
人
の
自
由
と
平
等｣

を

国
境
の
内
側
に
空
間
的
に
留
め
て
お
く
か
、
そ
れ
と
も
境
界
線
そ
の
も

の
を
不
断
に
拡
大
し
て

｢

万
人｣

を
包
摂
し
て
し
ま
う
か

ソ
ロ
ー

や
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
後
者
の
道
を
選
ぶ
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
帝
国

主
義
的
膨
張
の
正
当
化
で
も
あ
る
。

｢

ひ
と
つ｣

だ
。｢

１｣

。
つ
ま
り
そ
れ
が
ウ
ォ
ル
ト
な
の
だ
。

彼
の
詩
に
あ
る

｢

デ
モ
ク
ラ
シ
ー｣

、｢

一
体
と
な
っ
て｣

、｢

一
つ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー｣

、
こ
れ
ら
は
長
々
と
続
く
足
し
算
や
掛
け
算

の
総
計
で
あ
っ
て
、
答
は
必
ず

｢

僕
自
身｣

と
出
て
く
る
。[

…]

｢

方
向
は
一
つ
だ
！｣

。
ア
メ
リ
カ
が
叫
ぶ
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
も

ま
た
、
自
動
車
で
走
り
出
す
。

｢

す
べ
て
だ
！｣

十
字
路
に
来
る
と
ウ
ォ
ル
ト
は
絶
叫
す
る
。
そ
し

て
不
注
意
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
を
轢
き
な
が
ら
さ
ら
に
飛
ば
し
て
ゆ
く
。

｢

一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
！｣

。
民
主
的
な

｢

一
団｣

が
、

後
続
の
車
の
中
か
ら
、
車
輪
の
下
に
ひ
っ
か
け
ら
れ
た
死
体
の
こ
と

な
ど
気
に
も
せ
ず
声
を
そ
ろ
え
る

(

ロ
ー
レ
ン
ス
一
九
九
九：

三
一

六
―
三
一
八
頁)

。

Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
ー
レ
ン
ス
が
抉
り
出
す
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
欲

望
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の

『

白
鯨』

に
お
け
る
エ
イ
ハ
ブ
船
長
の
そ
れ
に

重
な
る

｢

あ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
塔
、
あ
れ
は
エ
イ
ハ
ブ
だ
。
あ
の
火

山
、
あ
れ
も
エ
イ
ハ
ブ
だ

[

…]

何
も
か
も
が
エ
イ
ハ
ブ
だall

are
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し
た
湖
は
、
大
気
の
な
か
に
た
だ
よ
う
精
霊
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
く

れ
る
。
そ
れ
は
た
え
ず
上
の
方
か
ら
新
し
い
生
命
と
運
動
を
得
て
い
る
の

だ
。[

…]

湖
面
を
見
お
ろ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
。

や
が
て
い
つ
の
日
か
、
私
た
ち
は
こ
ん
な
ふ
う
に
大
気
の
表
面
を
見
お
ろ

し
、
さ
ら
に
名
状
し
が
た
い
精
霊
が
、
そ
こ
を
吹
き
わ
た
る
の
を
ま
の
あ

た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う｣

(

ソ
ロ
ー
一
九
九
五：

下
、
三
三
―

三
四
頁)

。

(

３)
K
ateb

1992:
p.

51ff.

こ
こ
に
も
、
両
者
の
政
治
概
念
の
違
い
が
明

瞭
で
あ
る
。
ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
に
、
政
治
参
加
が

生
に
実
存
的
な
充
溢
を
与
え
る
と
い
う
い
わ
ば
ロ
マ
ン
主
義
的
な
願
望
を

見
て
取
り
、
こ
れ
を
ル
ソ
ー
の
民
主
政
に
重
ね
合
わ
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

周
知
の
と
お
り
、
ル
ソ
ー

(

お
よ
び
ロ
マ
ン
主
義
一
般)

に
対
す
る
ア
ー

レ
ン
ト
の
評
価
は
手
厳
し
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
視
座
か
ら
見
れ
ば
、｢

一
般

意
志｣

に
よ
る
全
員
一
致
を
説
く
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想

カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
流
の

｢

民
主
主
義｣

概
念

の
危
険
性
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の

謳
う

｢

同
胞
愛｣

の
そ
れ
に
近
し
い
。
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だ
き
な
が
ら
、
自
己
自
身
を
完
成
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
本
質
的
な
主
張
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

未
来
を
語
る
勇
敢
な
宣
言
で
あ
る
。
今
日
の
何
千
と
い
う
ア
メ
リ
カ

人
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
男
に
せ
よ
女
に
せ
よ
今
日
の
最
も
す
ぐ
れ

た
魂
た
ち
に
と
っ
て
、
勇
気
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
だ
。
ア

メ
リ
カ
に
あ
っ
て
こ
そ
、
こ
の
主
張
は
十
分
に
理
解
さ
れ
、
ま
っ
た

く
受
け
入
れ
ら
れ
得
る
も
の
だ(

ロ
ー
レ
ン
ス
一
九
九
九：

三
二
八
―

三
三
一
頁)

。

こ
れ
こ
そ
、
ケ
イ
テ
ィ
ブ
が
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
見
出
す

｢

民
主
的
な
個

人
性｣

の
詩
想
で
あ
ろ
う

(cf.
K
ateb

1992:
p.

249)

。
こ
の
詩
想
を

各
人
が
内
な
る
精
神
に
お
い
て
育
む
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
新
し
い
生
の
様

式｣

と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
に
公
的
な
活

動
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
シ
ュ
ク
ラ
ー
の
よ
う
に
私
的
な
自

由
の
制
度
的
保
障
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
が
謳
っ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
境
界
線
を
超
え
て

｢

公
私
す
べ
て
の

・
・
・
・
・
・

生
活
の
な
か
で
、
花
を
咲
か
せ
、
実
を
結
ん
で
ゆ
く｣

こ
と
に
な
る
で

・
・
・
・
・
・

あ
ろ
う

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
内
な
る
大
海
の
中
に
秘
め
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
美
し
い
詩
篇
は
、
散
文
的
な
現

実
に
落
し
込
ま
れ
る
な
ら
必
ず
や
暴
力
に
汚
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

か
ら
。

政
治
と
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
実
践
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
点
ケ
イ
テ
ィ

ブ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
が

｢

政
治
理
論｣

た
り
得
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

大
い
に
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
、
現
実
の
ア
メ
リ
カ
政

治
が
進
ん
で
き
た
道
を
見
据
え
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
遺
産
を
救
い
出
す
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
現
実
を
超
絶
せ
ん
と
す
る

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
詩
想
を
守
り
抜
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い

何
と
も
非
理
論
的
な
結
語
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
言
葉
が
見
つ
か
ら

な
い
。

注

(

１)

ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
史
の
批
判
的
レ
ヴ
ュ
ー
と
し
て
は
森
川
二
〇
〇
二
―

三
を
、
ま
た

『

革
命
に
つ
い
て』

で
の
ア
ー
レ
ン
ト
の

『

コ
ロ
ノ
ス
の
オ

イ
デ
ィ
プ
ス』

解
釈
に
つ
い
て
は
森
川
二
〇
〇
九
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
の

こ
と
。

(

２)

青
く
澄
ん
だ
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
湖
そ
の
も
の
が
、
世
界
を
写
し
出
す

｢

眼｣

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。｢

湖
ほ
ど
美
し
く
純
粋
で
、
し
か
も
大
き
な
も
の

は
、
お
そ
ら
く
こ
の
地
上
に
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
空
の
水
。
…
諸
民

族
が
来
て
は
去
っ
て
ゆ
く
が
、
湖
を
け
が
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
意
志
を

投
げ
て
も
壊
れ
ず
、
水
銀
も
決
し
て
は
げ
落
ち
ず
、
そ
の
め
っ
き
は

｢

自

然｣

が
た
え
ず
修
理
し
て
く
れ
る
一
枚
の
鏡
で
あ
る
。[

…]

ひ
ろ
び
ろ
と
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波
文
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森
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輝
一

二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
三

｢

ア
レ
ン
ト
解
釈
を
読
む

(

一)
(

二
・

完)｣

、『

名
城
法
学』

五
二
巻
一
号
、
同
四
号

-------------------------

二
〇
〇
九

｢

国
無
き
者
を
め
ぐ
っ
て

ア
ン
テ
ィ

ゴ
ネ
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と
現
代
政
治
思
想｣

、『

理
想』
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八
二
号

ロ
ー
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ン
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、
Ｄ
・
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一
九
九
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『

ア
メ
リ
カ
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典
文
学
研
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、
大
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講
談
社
文
芸
文
庫
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