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ア
レ
ン
ト
に
お
け
る
寛
容
と
義
務

森　

分　

大　

輔

人
生
に
つ
い
て
物
語
を
語
っ
た
り
、
詩
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
人
生

を
詩
的
な
も
の
に
し
た
り
、
ま
る
で
人
生
が
芸
術
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
生
き
た
り
、
あ

る
い
は
あ
る
「
観
念
」
を
実
現
す
る
た
め
に
用
い
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。ア

レ
ン
ト）1
（

は
じ
め
に

近
代
政
治
学
に
お
け
る
寛
容
（toleration

）
と
義
務
（obligation
）
と
の
問
題
は
、
一
般
に
、
権
利
と
義
務
の
問
題
と
し
て
記
述
可
能

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
治
学
史
に
お
い
て
寛
容
の
概
念
は
、
主
と
し
て
宗
教
的
文
脈
に
お
い
て
発
展
を
遂
げ
、
そ
れ
と

政
治
秩
序
と
の
関
連
に
お
い
て
問
わ
れ
た
と
い
う
事
実
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
『
寛
容
書
簡
』
に
端
を
発
す

る
そ
の
概
念
は
、
や
が
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
章
典
を
経
て
信
教
の
自
由
と
し
て
権
利
化
さ
れ
る
に
至
る
。
結
果
、
現
在
で
は
、
寛
容
の
言

葉
が
示
唆
す
る
、
異
な
る
も
の
を
容
認
し
赦
す
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
希
薄
化
し
、
信
教
の
自
由
と
い
う
市
民
的
権
利
（civil liberties

）
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279 アレントにおける寛容と義務

の
一
つ
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
他
方
、
義
務
の
問
題
は
、
同
じ
く
ロ
ッ
ク
を
そ
の
源
流
の
一
つ
と
す
る
社
会
契
約
論
の
文
脈
に
お
い
て
、

契
約
遵
守
の
問
題
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
る
。『
統
治
二
論
』
に
お
け
る
政
治
社
会
の
形
成
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
政
治
体
形
成
の
た
め
に

交
わ
さ
れ
た
約
束
を
果
た
す
義
務
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
権
利
と
義
務
と
い
う
比
較
的
な
じ
み
深
い
論
理
構
成
に
お
い
て
寛
容
と
義
務
と
の
問
題
を
捉
え
る
と
き
、
近
代
政
治
学
が
最

初
に
直
面
し
た
の
は
権
利
と
し
て
の
寛
容
よ
り
も
、
む
し
ろ
義
務
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
圏
を
形
成
し
た
社
会
契
約
論
が
、
契
約
の

問
題
を
こ
そ
最
初
に
問
う
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
自
然
法
へ
の
服
従
義
務
か
ら
秩
序
を
守
る
と
さ
れ
て
い
た
人
間
観
は
、
コ
ン
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
登
場
に
よ
り
覆
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
宗
派
間
対
立
が
露
わ
に
し
た
「
人
が
人
に
対
し
て
狼
で
あ
る
」
状
態
を
、
個
人

の
権
利
行
使
の
状
態
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
か
ら
、
近
代
政
治
学
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
る

権
利
行
使
を
防
ぎ
、
秩
序
維
持
を
可
能
に
す
る
義
務
の
可
能
性
こ
そ
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
直
面
し
た
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
倫
理
を
功
利
的
に
解
釈
し
、
そ
の
利
益
の
最
高
位
に
自
己
保
存
を
据
え
る
こ
と
で
解
答

と
し
た
。
人
は
暴
力
的
死
の
回
避
と
い
う
唯
一
の
目
的
の
下
に
契
約
遵
守
の
義
務
を
果
た
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
議
論

は
、
義
務
の
観
念
、
あ
る
い
は
約
束
の
遵
守
が
、
何
ら
か
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
）
2
（

。

実
際
、
彼
の
議
論
の
登
場
以
降
、
政
治
体
は
基
本
的
に
は
何
ら
か
の
利
益
を
提
供
す
る
機
能
の
体
系
と
し
て
観
念
さ
れ
る
傾
向
を
強
め
た
。

例
え
ば
、
こ
の
特
徴
は
ロ
ッ
ク
の
政
治
体
論
に
も
同
様
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
）
3
（

。
こ
う
し
て
近
代
政
治
学
は
、
契
約
遵
守
義
務
を
履
行
す

る
こ
と
を
前
提
と
し
た
権
利
行
使
を
容
認
す
る
政
治
社
会
の
成
立
と
、
そ
し
て
、
そ
の
義
務
が
人
間
な
ら
ば
誰
も
が
認
め
ざ
る
を
得
な
い
究

極
の
利
益
た
る
自
己
保
存
の
提
供
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
と
い
う
論
理
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
コ
ン
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
引
き
起
こ

し
、
寛
容
の
対
象
と
さ
れ
た
宗
教
的
主
張
は
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
枠
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
）
4
（

。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
解
決
に
対
し

て
シ
ェ
ル
ド
ン
・
ウ
ォ
リ
ン
は
「
ロ
ッ
ク
の
『
寛
容
書
簡
』
の
豊
か
な
宗
教
的
多
元
主
義
が
『
統
治
二
論
』
第
二
巻
の
均
質
な
多
数
者
と
併

置
さ
れ
た
と
き
、
後
者
の
存
在
条
件
と
は
前
者
の
消
滅
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
上
す
る
）
5
（

」
と
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
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本
稿
で
は
、
政
治
学
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
寛
容
、
そ
し
て
義
務
の
問
題
を
、
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
『
人
間
の
条

件
（T

he H
um

an C
ondition

）』
を
手
が
か
り
に
再
考
す
る
。
彼
女
の
議
論
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
記
の
よ
う
な
図
式
と
は
異
な
っ

た
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、
こ
れ
か
ら
見
る
よ
う
に
そ
の
問
題
を
、
自
身

の
「
活
動
」
概
念
と
の
関
連
で
論
じ
た
。
そ
の
主
張
を
論
点
先
取
的
に
示
せ
ば
、
彼
女
の
義
務
論
は
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
自
体
に
意
義

を
見
い
だ
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
）
6
（

。
そ
し
て
寛
容
は
、
創
設
さ
れ
た
政
治
体
制
下
に
お
け
る
市
民
的
権
利
の
一
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ

自
体
独
立
に
、
政
治
社
会
の
維
持
に
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
彼
女
の
示
し
た
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
多

様
な
行
為
者
が
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
を
理
解
す
る
際
に
以
下
で
中
心
的
に
検
討
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
主
張
の
骨
子
と
な
る
彼
女
の
「
約
束
（prom

ise

）」
及
び

「
赦
し
（forgiveness

）」
の
概
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
二
概
念
の
分
析
を
通
じ
て
、
彼
女
の
主
張
の
内
容
を
問
う
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
、「
約
束
」
と
「
赦
し
」
と
を
一
括
し
て
論
じ
た
次
の
比
喩
的
表
現
の
中
に
示
唆
さ
れ
た
論
理
を
救
い
出
す
作
業
と
な
る
。

一
方
の
能
力
で
あ
る
赦
し
が
、
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
の
よ
う
に
全
て
の
新
し
い
世
代
の
上
に
そ
の
罪
が
ぶ
ら
下
が
る
だ
ろ
う
過
去

の
行
為
を
元
に
戻
す
の
に
役
立
ち
、
他
方
の
能
力
で
あ
る
約
束
が
、
自
分
自
身
を
拘
束
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
定
義
上
の
未
来

を
示
す
不
確
実
性
の
大
海
の
中
で
、
そ
れ
無
し
に
は
継
続
ど
こ
ろ
か
人
間
関
係
の
耐
久
性
は
も
と
よ
り
、
連
続
性
さ
え
不
可
能

で
あ
る
安
全
の
小
島
を
設
立
す
る
の
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
能
力
は
同
じ
も
の
に
属
し
て
い
る
）
7
（

。

そ
し
て
、
こ
の
作
業
の
先
に
は
、
先
に
示
さ
れ
た
近
代
政
治
学
の
従
来
的
図
式
が
前
提
と
す
る
人
間
観
に
対
す
る
ア
レ
ン
ト
の
批
判
的
認
識

の
把
握
が
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。
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281 アレントにおける寛容と義務

一
、
予
備
考
察

先
に
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
ア
レ
ン
ト
の
寛
容
論
、
義
務
論
は
、
彼
女
の
「
赦
し
」、「
約
束
」
の
概
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
両
者
は
彼
女
の
「
活
動
（action

）」
概
念
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
（H

C
 pp. 236

―237

）。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
概
念

の
検
討
に
取
り
組
む
前
に
、
彼
女
の
「
活
動
」
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
レ
ン
ト
の
思
想
形
成
期
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
私
た
ち
は
、
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
の
本
質
を
、
ま
だ
と
て
も
十
分
明
確
に
考
え
抜
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
態
に
あ
る
。

…
…
行
為
す
る
こ
と
の
本
質
は
実
ら
せ
達
成
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」。
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
と
な
っ
て
い
る
存
在
忘
却
、

あ
る
い
は
行
為
に
対
す
る
機
能
主
義
的
解
釈
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
批
判
し
、
彼
の
主
張
す
る
行
為
の
本
質
を
「
何
か
を
、
そ
の
本
質
の
充
実
の

な
か
へ
と
展
開
し
て
」
や
る
こ
と
に
見
い
だ
し
て
い
た
）
8
（

。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
伝
統
に
対
す
る
批
判
図
式
は
、
ア
レ
ン
ト
の
議
論
の
中
に
も
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
主
張
す
る
「
行
為
」
に
属
す
る
も
の
と
ア
レ
ン
ト
が
見
な
し
て
い
た
の
が
「
活
動
」
で
あ
っ
た
）
9
（

。
ア
レ
ン

ト
は
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
思
索
を
重
視
す
る
「
観
照
的
生
活
（vita contem

plativa

）」
を
、
実
践
を
重
視
す
る
「
活
動
的
生
活

（vita activa

）」
か
ら
区
分
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
活
動
的
生
活
」
を
次
の
三
類
型
に
整
理
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
労
働
（labor

）」、「
制

作
（w

ork

）」、「
活
動
」
が
そ
れ
で
あ
る
（H

C
 p. 8

）。
彼
女
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
様
式
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
領
域
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
と
主
張
し
、
中
で
も
「
活
動
」
は
「
人
間
事
象
の
領
域
（a region of hum

an affairs

）」
に
対
応
し
、
そ
れ
自
体
と
し
て
充
足
す

る
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
。
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ア
レ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
と
は
、
人
が
他
者
と
関
わ
り
合
う
領
域
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
裏
付

け
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
そ
こ
で
の
関
係
性
は
、「
活
動
」
と
「
言
論
」
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
関

係
性
こ
そ
が
そ
れ
自
体
と
し
て
有
意
味
な
も
の
で
あ
っ
た
（O

R
 p. 19 

及
びp. 99

）。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
が
、
事
物
そ
れ
自
体
の

意
味
を
見
失
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
か
の
た
め
に
役
立
つ
と
い
う
機
能
主
義
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
現
代
的
態
度
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
と
同

様
に
、
ア
レ
ン
ト
も
ま
た
、「
活
動
」
を
そ
の
よ
う
な
批
判
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
の
分
類

す
る
「
制
作
」
は
、
目
的
―
手
段
的
カ
テ
ゴ
リ
を
行
為
の
主
軸
と
す
る
行
為
類
型
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
意
味
を
持
つ
目
的

自
身
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
彼
女
は
そ
の
解
答
が
「
制
作
」
に
で
は
な
く
、「
活
動
」
に
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
「
活
動
」
は
、
何
か
の
目
的
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（H

C
 p. 184

）。
そ
れ
は
個
々
人
が
何
者
で

あ
る
の
か
を
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
お
け
る
他
者
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
暴
露
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
個
々
人
お
よ
び
個
物
の
意

味
を
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
開
示
を
伴
う
関
係
性
を
、
各
人
は
網
の
目
の
よ
う
に
広
く
構
築
し
て
い
く
。
人
は
単
独
で
は
な
く
複
数
存
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
結
果
、
そ
れ
ら
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
「
関
係
の
網
の
目
（the w

eb of relationships

）」
が
構
成
さ
れ
る
と
ア
レ
ン
ト
は

述
べ
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
は
「
活
動
」
に
対
応
す
る
「
人
間
事
象
の
領
域
」
が
、
こ
の
「
関
係
の
網
の
目
」
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
彼
女
の
論
理
は
、「
活
動
」
が
、
そ
れ
ら
関
係
性
を
「
過
程
（process

）」
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
を
基
盤
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
我
々
は
、
他
者
と
関
係
す
る
「
活
動
」
を
、
そ
の
開
始
と
帰
結
を
通
暁
し
て
初
め
て
把
握
可
能
と
な
る
一
つ

の
「
過
程
」
と
し
て
構
築
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
「
過
程
」
が
ひ
と
た
び
開
始
さ
れ
て
し
ま
う
と
き
、
後
戻
り
が
不
可
能
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（H

C
 pp. 232

―233

）。
彼
女
は
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
、「
不
可
逆
性
（irreversibility

）」
と
し
て
論
じ
た
。

本
稿
の
後
の
議
論
と
の
関
連
で
無
視
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
「
過
程
」
の
「
不
可
逆
性
」
が
「
活
動
」
の
一
回
性
を
示
唆
し
て
い
る
点
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で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
か
け
が
え
の
な
い
友
人
を
得
る
こ
と
が
人
生
に
お
い
て
極
め
て
稀
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
知
り
合
っ
て
し

ま
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
は
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
一
回
性
は
、
そ
の
「
過
程
」
が
他
の

も
の
と
は
交
換
不
可
能
な
固
有
性
を
伴
う
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
過
程
」
が
い
か
な
る
形
で
完
結
す
る
の
か
を

予
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
の
友
人
関
係
の
例
で
述
べ
れ
ば
、
親
友
が
い
つ
得
ら
れ
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
形
で
別
離
を
迎
え
、

終
焉
す
る
の
か
を
我
々
は
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
「
活
動
」
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
「
予
見
不
可
能
性

（unpredictability
）」
と
呼
び
、
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
ア
レ
ン
ト
は
、
も
う
一
つ
「
活
動
」
の
「
予
見
不
可

能
」
性
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
そ
れ
は
「
活
動
」
を
開
始
さ
せ
る
人
間
内
面
の
動
き
そ
れ
自
体
が
、
あ
た
か
も
暗
闇
の
如
く
「
予
見
不
可

能
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
誰
と
知
り
合
う
の
か
を
予
測
で
き
な
い
の
と
同
じ
く
、
我
々
は
誰
を
友
と
す
る
の
か
を
予
め
決
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
決
断
は
自
発
的
に
、
そ
し
て
不
意
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
点
と
、
過
程
の
見
通
し
の
利
か
な
さ
と
を
合
わ

せ
て
「
人
間
事
象
の
二
重
の
暗
闇
（tw

ofold darkness of hum
an affairs

）」（H
C

 p. 244

）
と
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、「
活
動
」
と
は
か
け
が
え
の
な
い
人
間
関
係
の
構
築
を
開
始
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
関
係
を
継
続
さ
せ
る

「
過
程
」
そ
の
も
の
と
い
う
二
つ
を
示
唆
す
る
概
念
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
「
活
動
」
と
は
、
自
発
的
に
開
始
さ

れ
た
過
程
を
そ
れ
自
体
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
先
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
表
現
を
用
い
れ
ば
「
活
動
」
そ
れ
自
体
に
お
い
て
充
足

す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
）
10
（

。
な
ぜ
な
ら
「
活
動
と
は
、
も
の
あ
る
い
は
事
柄
の
介
入
な
し
に
直
接
人
と
人
と
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
る

唯
一
の
活
動
力
」（H

C
 p. 7

）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
他
者
と
関
係
を
持
つ
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
に
よ
っ
て
自
身
の
「
活
動
」
が
看

取
さ
れ
る
こ
と
で
、
個
々
人
を
有
意
味
な
存
在
と
し
て
了
解
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
）
11
（

。

で
は
、
そ
の
関
係
性
の
了
解
の
形
式
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
本
稿
の
課
題
と
関
わ
り
合
う
範
囲
で
指
摘
す
る
な
ら

ば
、
彼
女
は
「
活
動
」
が
「
物
語
（story

）」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
（H

C
 p. 184

）。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
先

の
友
人
関
係
の
構
築
と
そ
の
別
離
と
の
意
味
を
理
解
す
る
の
に
、
そ
の
経
緯
を
「
物
語
」
と
し
て
了
解
す
る
し
か
方
法
が
な
い
こ
と
と
等
し
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い
）
12
（

。
そ
の
関
係
性
が
い
か
に
大
切
で
あ
っ
た
か
を
陳
腐
な
表
現
を
超
え
て
了
解
し
、
伝
え
る
た
め
に
は
「
物
語
」
に
よ
っ
て
示
す
し
か
な
い

の
で
あ
る
。

ア
レ
ン
ト
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
把
握
に
お
け
る
「
物
語
」
の
「
主
人
公
（hero

）」
に
注
目
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
物
語
」
の
「
過

程
」
で
当
事
者
が
い
か
に
振
る
舞
っ
た
の
か
を
示
す
こ
と
で
、「
物
語
」
は
そ
の
人
物
の
人
と
な
り
、
す
な
わ
ち
彼
が
「
何
者
（w

ho

）」
で

あ
る
の
か
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
）
13
（

。
そ
れ
は
「
主
人
公
」
は
「
物
語
」
を
通
じ
て
初
め
て
十
全
と
し
た
形
で
自
ら
の
姿
を
露
わ
に
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
（H

C
 p. 193

）。
そ
し
て
我
々
は
、
そ
れ
を
時
に
は
「
物
語
」
を
通
じ
て
か
ぶ
る
仮
面
と
し
て
のpersona 

と
し
て
把
握

す
る
こ
と
も
あ
り
（O

R
 p. 107

）、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
行
為
者
の
真
の
姿
で
あ
る
の
か
を
疑
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
見
る
よ

う
に
ア
レ
ン
ト
の
立
場
は
、
そ
の
「
物
語
」
の
続
く
間
は
、
単
一
の
代
わ
る
こ
と
の
な
い
「
人
格
（person

）」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
活
動
」
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
は
、
近
代
政

治
学
が
想
定
し
た
理
性
的
存
在
者
と
い
う
、
抽
象
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
語
り
う
る
人
間
一
般
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
代
わ
り
に

「
活
動
」
に
よ
っ
て
暴
露
さ
れ
た
「
人
格
」
を
保
持
し
た
者
達
が
、
個
々
の
独
自
性
を
露
わ
に
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
ア
レ
ン
ト
の
指
摘
す
る
「
多
数
（plural

）」
状
態
を
形
成
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
序
で
示
し

た
政
治
学
的
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
多
数
」
状
態
を
維
持
し
、
多
様
な
個
性
を
容
認
し
た
ま
ま
で
、
は
た
し
て
秩
序
の
維
持
が

可
能
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
従
来
の
寛
容
と
義
務
の
問
題
と
彼
女
の
論
理
と
の
齟
齬
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
、
寛
容
論
、「
赦
し
」
に
つ
い
て

（
A
）「
赦
し
」
の
持
つ
機
能

こ
の
よ
う
な
問
題
連
関
の
中
に
お
か
れ
た
「
活
動
」
と
関
連
さ
せ
て
、
ア
レ
ン
ト
は
、
寛
容
お
よ
び
義
務
、
あ
る
い
は
「
赦
し
」
と
「
約

束
」
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
「
赦
し
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
女
は
そ
れ
を
、
先
行
す
る
「
活
動
」
に
反
応
し
て
生
じ
た
、

新
た
な
活
動
（
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
／reaction

）
で
あ
る
と
規
定
し
た
。
ち
ょ
う
ど
他
人
に
裏
切
ら
れ
た
際
に
復
讐
を
企
て
る
よ
う
に
、
あ
る

「
活
動
」
は
別
の
「
活
動
」
を
引
き
起
こ
す
。
ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
赦
し
」
は
、
こ
の
引
き
起
こ
さ
れ
た
新
た
な
活
動
の
一
種
に
す
ぎ
な

い
が
、
そ
の
作
用
は
特
筆
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
先
行
す
る
「
活
動
」
の
影
響
を
断
ち
切
る
の
で
あ
る
。
復
讐
で

は
な
く
、
相
手
に
「
赦
し
」
を
与
え
る
こ
と
で
、
そ
の
後
に
予
想
さ
れ
る
復
讐
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
、
彼
女
は
主
張

し
た
の
で
あ
る
。

ア
レ
ン
ト
の
「
赦
し
」
に
関
す
る
主
張
の
核
お
よ
び
そ
の
概
念
の
有
す
る
重
要
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
存
す
る
が
、
こ
れ
を
正
し
く

理
解
す
る
に
は
、
多
少
の
手
間
が
か
か
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
こ
の
よ
う
な
主
張
が
、「
活
動
」
に
関
す
る
ア
レ
ン
ト
の
次
の
よ
う
な
認

識
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
活
動
」
を
開
始
し
た
行
為
者
は
「
自
分
の
意
図
も
せ
ず
予
見
さ
え
し
な
か
っ

た
帰
結
に
つ
い
て
必
ず
有
罪
と
な
る
」（H

C
 p. 233

）
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
整
理
に
あ
る
よ
う
に
「
活
動
」
は
、「
予
見
不

可
」
で
あ
り
「
不
可
逆
」
で
あ
る
以
上
、
そ
の
結
果
を
予
測
す
る
こ
と
も
取
り
消
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
人
間
が
、「
人
間
事

象
の
領
域
」
に
お
い
て
「
活
動
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
そ
の
「
過
程
」
に
対
す
る
、
他
者
か
ら
の
評
価
を
引
き
受
け
る
「
受
難
者
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（sufferer

）」（H
C

 p. 184

）
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
「
受
難
者
」
の
表
現
は
、
そ
の
「
罪
（trespassing

）」
が
あ
た
か
も
厄
災
の
よ
う
に
我
々
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
（H

C
 p. 241

）。
そ
し
て
ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
こ
の
厄
災
を
己
自
身
で
は
振
り
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
女
は

そ
れ
を
次
の
よ
う
に
逆
説
的
に
表
現
し
て
い
る
。

自
分
の
内
部
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
失
敗
や
罪
を
赦
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
赦
さ
れ
る

べ
き
当
の
人
物
を
（
認
識
す
る
〈
引
用
者
注
〉）
経
験
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
14
（

。

こ
の
引
用
の
意
味
は
以
下
の
議
論
で
よ
り
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ア
レ
ン
ト
が
「
赦
し
」
を
こ
の
よ
う
に
規
定

し
、
そ
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
「
赦
し
」
に
単
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
以
上
の
意
義
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
、
い
わ
ば
そ
の

必
要
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
め
た
い
。
し
か
し
「
赦
し
」
が
「
活
動
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
「
予
見
不
可
能
」
な
は
ず

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
赦
し
」
が
必
ず
与
え
ら
れ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
、
誰
に
も
で
き
な
い
（H

C
 p. 240

）。
本
稿
で
は
以
下
、
こ
の

点
に
つ
い
て
注
意
を
払
っ
て
そ
の
重
要
性
に
関
す
る
検
討
を
す
す
め
て
い
く
。

（
B
）
奇
蹟
と
し
て
の
「
赦
し
」

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
、「
赦
し
」
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
、「
赦
し
」
が
「
予
見
不
可
能

性
」
と
い
う
「
活
動
」
固
有
の
問
題
点
を
包
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
の
整
理
に
あ
る
よ
う
に
「
活
動
」

に
は
「
人
間
事
象
の
二
重
の
暗
闇
」
が
随
伴
す
る
も
の
で
あ
り
、「
赦
し
」
も
ま
た
、
内
面
の
暗
闇
か
ら
何
の
前
触
れ
も
な
く
、
そ
し
て
そ
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の
帰
着
点
が
ど
の
よ
う
に
な
る
も
の
か
を
予
想
す
る
こ
と
な
し
に
生
ず
る
の
で
あ
る
（H

C
 p. 241

）。

ア
レ
ン
ト
自
身
の
こ
の
よ
う
な
論
理
に
従
い
、「
赦
し
」
が
自
発
的
に
新
し
く
始
め
ら
れ
た
「
活
動
」
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
た
と
し
て

も
、「
赦
し
」
の
重
要
性
の
意
味
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
疑
問
が
生
じ
る
。
い
か
な
る
根
拠

も
コ
ン
テ
ク
ス
ト
も
不
在
の
ま
ま
「
赦
し
」
は
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
利
得
を
計
算
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
の
か
。

ア
レ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
を
考
察
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
に
対
す
る
次
の
よ
う

な
言
及
で
あ
る
。

人
間
事
象
の
領
域
で
赦
し
が
果
た
す
役
割
を
発
見
し
た
の
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
…
…
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
教
え

の
あ
る
側
面
は
…
…
イ
ス
ラ
エ
ル
の
公
的
権
威
に
挑
戦
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
彼
の
従
者
た
ち
と
の
親
密
で
小
さ
な
共
同
体

の
経
験
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
…
…
赦
し
と
い
う
の
は
活
動
か
ら
必
ず
生
ま
れ
る
傷
を
癒
す
の
に
必
要
な
救
済
策
で
あ
る
…
…

（H
C

 p. 239

）。

こ
の
指
摘
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
「
赦
し
」
が
個
別
の
「
活
動
」
か
ら
「
必
ず
生
ま
れ
る
傷
」
を
癒
す
と
い
う
人
間
事
象
の

領
域
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
二
に

は
、
そ
れ
が
「
親
密
で
小
さ
な
共
同
体
」
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
示
唆
す
る
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
親
密
で
小
さ
な
共
同

体
」
い
う
表
現
に
着
目
し
た
場
合
に
指
摘
で
き
る
「
赦
し
」
の
持
つ
効
果
と
し
て
、
さ
ら
に
次
の
二
点
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
そ
れ
が
「
人
格
」
と
大
き
く
関
わ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
し
て
、
第
二
に
、
そ
れ
ゆ
え
「
赦
し
」
が
非
常
に
個
別

的
な
判
断
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
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「
親
密
で
小
さ
な
共
同
体
」
で
の
「
赦
し
」
の
発
見
は
、
そ
の
発
動
に
個
別
の
「
人
格
」
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。「
親

密
で
小
さ
な
共
同
体
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
が
互
い
の
「
活
動
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
物
語
」
を
把
握
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て

行
為
者
が
「
何
者
」
で
あ
る
の
か
を
認
識
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）
15
（

。
繰
り
返
す
よ
う
に
、「
活
動
」
は
「
物
語
」
を
開
示
し
、
そ
し
て
そ

の
「
物
語
」
は
不
可
避
的
に
「
主
題
と
し
て
、
他
人
と
は
異
な
る
唯
一
の
人
格
と
し
て
、
自
己
を
暴
露
す
る
」（H

C
 p. 183

）。
換
言
す
れ

は
、
そ
の
よ
う
な
「
親
密
で
小
さ
な
共
同
体
」
に
お
い
て
こ
そ
「
人
格
」
は
、
よ
く
「
そ
れ
自
身
を
言
論
と
活
動
の
中
に
開
示
す
る
」（H

C
 

p. 181

）
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
さ
ら
に
次
の
点
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
「
赦
し
」
が
「
人
格
」
と
深
く
関
連
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
作
動
は
第
一
に
は
、「
人
格
」
へ
の
「
尊
敬
（respect

）」
を
、
あ
る
い
は
第
二
に
「
愛
（love

）」
を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
で
あ
る
（H

C
 p. 243

）。
ア
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

行
わ
れ
た
こ
と
が
ら
（w

hat

）
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
者
（w

ho

）
の
た
め
に
赦
さ
れ
る
（H

C
 p. 241

）。

ア
レ
ン
ト
の
こ
の
表
現
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、「
赦
し
」
が
与
え
ら
れ
る
の
は
相
手
が
、
そ
の
固
有
の
人
格
を
保
持
す
る
が
ゆ
え
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
彼
女
が
、「
赦
し
」
の
作
動
に
何
ら
か
の
利
得
を
想
定
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
第
一

に
示
唆
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
は
「
赦
し
」
が
、
暗
闇
た
る
人
間
内
面
か
ら
突
然
開
始
さ
れ
る
「
活
動
」
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の

規
定
か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
が
、「
赦
し
」
が
そ
の
よ
う
な
功
利
計
算
と
は
区
別
さ
れ
る
別
の
原
理

0

0

0

0

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
あ

ら
た
め
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
別
の
原
理

0

0

0

0

を
ア
レ
ン
ト
は
「
愛
」
あ
る
い
は
「
尊
敬
」
と
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
彼
女
は
、

「
愛
」
よ
り
も
「
尊
敬
」
に
こ
そ
、「
赦
し
」
の
本
来
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
レ
ン
ト
に
し
た
が
え
ば
、「
愛
」
が
構
築
す
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る
関
係
性
は
、
相
互
を
隔
て
る
一
切
の
距
離
を
無
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
赦
し
」
を
可
能
に
す
る
が
、
そ
れ
は
相
手
を
「
人
格
」
と
し
て

認
め
る
の
に
必
要
な
適
切
な
距
離
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
）
16
（

。
こ
れ
は
「
赦
し
」
が
「
活
動
」
で
あ
る
と
い
う
彼
女
の

規
定
そ
れ
自
体
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、「
尊
敬
」
は
、「
世
界
の
空
間
を
間
に
挟
ん
で
眺
め
た
人
物
へ
の
敬
意
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
活
動
」
に
よ
っ
て

暴
露
さ
れ
た
「
人
格
」
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、「
あ
る
人
物
が
行
っ
た
行
為
を
そ
の
人
の
た
め

に
赦
す
の
に
は
」
そ
の
よ
う
な
「
尊
敬
だ
け
で
十
分
」（H

C
 p. 243

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
、
そ

の
人
物
の
「
人
格
」
を
把
握
可
能
で
あ
る
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
我
々
は
彼
の
「
物
語
」
の
意
味
を
了
解
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。人

生
を
想
像
力
で
反
復
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
十
分
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
想
像
力
の
欠
如
』
は
人
々

を
『
現
存
す
る
も
の
』
か
ら
遠
ざ
け
る
（M

D
T

 p. 97

）。

す
な
わ
ち
、
我
々
は
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
で
目
の
前
に
「
現
存
す
る
も
の
」
で
あ
る
他
者
を
了
解
し
、
そ
こ
か
ら
「
尊
敬
」
を
、
さ
ら

に
は
「
赦
し
」
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
人
格
」
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
か
つ
個
別
の
他
者
に
対
し
て
、
我
々
は
「
赦
し
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
ア
レ
ン
ト
の
主
張
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
彼
女
は
「
尊
敬
」
を
基
盤
と
し
た
極
め
て
特
殊
な
事
例
を
用
い
て
叙
述
し

た
の
で
あ
る
。
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
常
に
こ
の
よ
う
な
形
で
「
許
し
」
が
与
え
ら
れ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
人
間

内
面
の
暗
闇
か
ら
到
来
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
自
身
も
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
の
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
彼
女
は
そ
れ
を

「
赦
し
」
の
発
見
者
イ
エ
ス
に
仮
託
し
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
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実
際
、
イ
エ
ス
が
、
赦
し
の
力
を
、
奇
蹟
を
行
う
も
っ
と
一
般
的
な
力
と
同
一
視
し
、
そ
れ
ら
を
共
に
同
じ
次
元
に
置
い
て
、

二
つ
と
も
人
間
の
な
し
う
る
こ
と
と
し
た
と
き
、
彼
は
活
動
が
人
間
の
奇
蹟
創
造
能
力
で
あ
る
こ
と
を
非
常
に
よ
く
知
っ
て
い

た
に
ち
が
い
な
い
（H

C
 pp. 246

―24

）
17
（7

）。

（
C
）「
赦
し
」
の
要
請
と
人
間
事
象
の
領
域

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
「
赦
し
」
は
特
殊
な
事
例
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
望
み
う
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
ま
で
は

言
い
切
れ
な
い
事
例
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
物
語
」
を
了
解
し
他
者
の
「
人
格
」
を
把
握
す
る
と
い
う
「
活
動
」
に
必
然
的
に

随
伴
す
る
要
素
の
延
長
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
赦
し
」
は
「
罪
」
を
背
負
う
「
活
動
」
者
に
と
っ
て
、
そ
れ

が
与
え
ら
れ
う
る
と
い
う
希
望
を
提
供
す
る
「
奇
蹟
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
「
赦
し
」
を
理
解
す
る
と
き
、
で
は
、
そ
れ
が
「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
と
は
何
か
。
こ
の
点

を
次
に
確
認
し
て
お
く
。
ア
レ
ン
ト
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
が
脆
く
、
崩
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を

保
全
し
調
整
す
る
機
能
を
担
う
も
の
と
し
て
「
赦
し
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
赦
し
」
は
「
人
間
事
象
の
領
域
」

に
機
能
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
彼
女
の
論
理
構
成
な
の
で
あ
る
。

ア
レ
ン
ト
の
規
定
す
る
「
人
間
事
象
（hum

an affairs

）」
と
は
、「
活
動
」
の
成
果
（H

C
 p. 185

）
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
行
為
者
と

観
客
と
の
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
関
係
の
網
の
目
」
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
既
に
確
認
し
て
い
る
と
お
り
、
そ
の

「
活
動
」
は
「
物
語
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
観
客
が
行
為
者
の
「
物
語
」
を
把
握
す
る
と
い
う
関
係
性
の
成
立

が
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
の
構
成
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
「
活
動
」
が
対
応
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す
る
領
域
の
「
永
続
性
（durabilit

）
18
（y

）」
が
あ
ま
り
信
頼
で
き
な
い
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
彼
女
の
認
識
は
、
例
え
ば
「
活
動
」
を
二
つ
の
ギ
リ
シ
ア
語
に
よ
っ
て
規
定
し
た
ア
レ
ン
ト
の
議
論
か
ら
看
取
で
き
る
。
そ

れ
は
ア
ル
ケ
イ
ン
（archein

）
と
プ
ラ
テ
イ
ン
（prattein

）
と
い
う
区
分
で
あ
る
。
ア
ル
ケ
イ
ン
は
開
始
を
、
プ
ラ
テ
イ
ン
は
完
成
を
意

味
し
、
前
者
が
個
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
複
数
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
ア
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
（H

C
 

p. 189

）。
こ
の
区
別
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、「
活
動
」
が
個
人
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
複
数
人
に
よ
っ
て
完
成
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
一
つ

の
構
図
で
あ
ろ
う
（H

C
 p. 189 

及
びO

R
 p. 174

）。
同
時
に
、
こ
の
区
別
は
、
ア
ル
ケ
イ
ン
と
し
て
の
「
活
動
」
に
留
ま
り
、
プ
ラ
テ
イ

ン
に
到
達
し
得
な
い
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
「
活
動
」
が
開
始
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が

「
物
語
」
と
し
て
記
憶
さ
れ
な
い
場
合
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
活
動
」
が
他
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
な
い
場
合
、

あ
る
い
は
「
活
動
」
が
た
と
え
他
者
の
目
に
さ
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
永
続
性
」
を
獲
得
せ
ず
に
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
事
例
で
あ

る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
な
ら
ば
、「
活
動
」
が
対
応
す
る
は
ず
の
「
人
間
事
象
の
領
域
」
は
そ
も
そ
も
存
続
し
得
な
い

こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
忘
却
を
回
避
す
る
方
策
と
し
て
ア
レ
ン
ト
が
あ
げ
て
い
る
第
一
の
も
の
は
、
詩
人
、
物
語
作
家
、
あ
る
い
は
歴
史
家
で
あ
っ

た
。
彼
ら
に
よ
っ
て
「
過
程
」
は
「
物
語
」
と
し
て
の
体
裁
を
与
え
ら
れ
、
語
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
忘
却
は
回
避
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
者
た
ち
は
そ
も
そ
も
稀
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
い
か
な
る
グ
ル
ー
プ
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
者
が
帰
属
し
て
い
る
と
想

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
レ
ン
ト
が
あ
げ
る
も
う
一
つ
の
方
策
は
、
個
々
の
「
人
格
」
を
認
識
し
、
そ
の
差
違
を
相
互
に
確
認
し
あ
う
関
係
性
そ
れ
自
体
の
保
存

で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
「
一
種
の
組
織
さ
れ
た
記
憶
」
と
呼
び
、
そ
の
範
例
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に

関
す
る
彼
女
の
表
現
は
次
の
よ
う
に
逆
説
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
ポ
リ
ス
の
外
部
で
の
観
客
は
、
た
だ
短
い
間
そ
の
演
技
の
前

に
い
る
だ
け
」（H

C
 P. 198

）
で
あ
り
、
そ
こ
を
離
れ
る
や
否
や
忘
却
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
19
（

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
述
べ
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る
な
ら
ば
、
我
々
は
い
わ
ば
、
忘
却
を
回
避
し
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
を
維
持
す
る
た
め
に
政
治
体
を
構
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
ア
レ
ン
ト
は
、
こ
の
回
答
に
も
満
足
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ポ
リ
ス
に
象
徴
さ
れ
る
「
人
間
事
象
の
領
域
」
は
、
常
に

崩
壊
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
「
活
動
」
と
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
た
新
た
な
「
活
動
」、
す
な
わ
ち
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
と
の
継
続
的
発
生
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
以
上
、
あ
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
「
罪
」
に
対
す
る
復
讐
へ
と
堕
し
て
復
讐
の
連
鎖
を
生

じ
さ
せ
る
危
険
性
は
常
に
付
き
ま
と
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
連
鎖
は
、
究
極
的
に
は
、「
活
動
」
者
の
減
少
と
消
滅
と
い
う
、
そ
の
領
域

そ
の
も
の
の
崩
壊
へ
と
帰
着
す
る
。
仮
に
、
そ
こ
に
ま
で
は
達
せ
ず
と
も
、
復
讐
以
外
の
新
し
い
過
程
を
見
い
だ
す
こ
と
が
困
難
な
内
乱
状

態
に
陥
る
こ
と
は
十
二
分
に
予
測
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
果
的
に
、「
活
動
」
の
持
つ
「
予
見
不
可
能
性
」
が
破
壊
さ
れ
た
状
態
を
示

唆
し
て
お
り
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
が
崩
壊
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、「
過
程
」
を
断
ち
切
る
「
赦
し
」
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

「
赦
し
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
は
「
予
見
不
可
能
」
な
新
た
な
「
活
動
」
の
現
れ
る
領
域
と
し
て
の
性

格
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
「
赦
し
」
と
は
異
な
る
が
同
様
の
機
能
を
提
供
す
る
要
素
を
発
見
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
処
罰
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
際
、
ア
レ
ン
ト
は
、
そ
れ
が
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
断
ち
切
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
「
赦
し
」
の
代
替
物

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（H

C
 p. 241

）。
し
か
し
処
罰
は
、
そ
れ
が
法
的
形
態
を
と
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
非

人
格
的
性
格
を
強
く
示
す
、
多
分
に
制
度
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
処
罰
」
は
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
て
も
与
え
ら
れ
る
と
い
う
公
平

性
の
観
点
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
制
度
が
不
在
で
あ
っ
た
り
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
た
り
す
る
時
に
は
、
そ
れ
を
作
動
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
「
人
格
」
へ
の
「
尊
敬
」
を
基
盤
と
す
る
「
赦
し
」
は
そ
う
で
な
い
。
よ
り
直
接
的
に
「
人
間
事
象
の
領
域
」
本
来
の
性
格

か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
赦
し
」
自
体
が
「
活
動
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
人
間
事
象
の
領
域
」
を
形
成
す
る
基
礎
的
行
為
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原
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
制
度
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
場
合
に
も
そ
れ
が
作
動
す
る
希
望
を
見
い
だ
し
う
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
れ
に
よ
っ
て
「
人
間
事
象
の
領
域
」
の
崩
壊
の
危
機
か
ら
脱
す
る
可
能
性
を
我
々
自
身
の
能
力
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
し
う
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
）
20
（

。

こ
う
し
て
他
者
に
「
赦
し
」
を
与
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
他
者
に
対
し
て
寛
容
で
あ
る
こ
と
は
、
人
が
「
人
格
」
を
露
に
し
た
多
様
な

「
複
数
」
状
態
の
中
で
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ア
レ
ン
ト
の
主
張
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
代
替

と
し
て
の
処
罰
は
あ
く
ま
で
も
復
讐
を
断
ち
切
る
と
い
う
機
能
に
特
化
し
た
制
度
の
構
築
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
る
点
で
や
は
り
、
そ
の

本
来
性
の
点
に
お
い
て
次
点
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
は
じ
め
に
触
れ
た
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
が
内
乱
状
態
を
克
服
し
、
処
罰
を
機
能
さ
せ

る
た
め
に
政
治
体
を
求
め
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
一
切
の
人
間
の
多
様
性
を
捨
象
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
契
約
論
を
強
行
し
た
こ
と

は
、
処
罰
の
こ
の
人
工
的
性
格
を
明
示
し
て
い
る
）
21
（

。
他
方
「
赦
し
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
確
か
に
「
尊
敬
」
に
依
拠

し
た
「
奇
跡
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
内
乱
状
態
を
含
む
「
人
間
事
象
の
領
域
」
そ
れ
自
体
が
危
機
に
陥
っ
た
と
き
、
か
え
っ

て
希
望
を
与
え
う
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
義
務
論
、「
約
束
」
の
概
念
に
つ
い
て

（
A
）「
約
束
」
の
概
念

で
は
、
次
に
義
務
論
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
ア
レ
ン
ト
の
定
式
に
し
た
が
え
ば
、「
約
束
」
と
は
、
行
為
者
が
何
ら
か
の
実
践
を

「
約
束
」
し
、
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
議
論
の
特
徴
は
、
序
で
触
れ
た
自
然
権
論
者
が
前
提
と
し
た
自
己
保
存
の
よ
う
な
、
そ
れ
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を
履
行
す
る
た
め
の
究
極
的
動
機
を
想
定
す
る
も
の
で
は
な
い
点
に
あ
る
。
そ
の
上
で
ア
レ
ン
ト
は
、「
人
々
を
い
っ
し
ょ
に
さ
せ
て
お
く

力
は
、
相
互
的
な
約
束
あ
る
い
は
契
約
の
力
で
あ
る
。（H

C
 pp. 244

―245

）」
と
述
べ
、
社
会
の
最
も
基
本
的
な
構
成
要
素
と
し
て
そ
れ
を

掲
げ
た
。
い
わ
ば
ア
レ
ン
ト
の
義
務
論
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
政
治
体
観
は
、
最
高
善
を
設
定
す
る
こ
と
が
な
く
と
も
人
は
「
約
束
」

の
遵
守
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
論
理
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
約
束
」
に
関
す
る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
の
要
点
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
四
点
を
指
摘
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、「
約
束
」
は
具
体
的
な
他
者
と
交
わ
さ
れ
る
）
22
（

、
第
二
に
、
そ
れ
自
体
も
「
活
動
」
で
あ
る
（H

C
 p. 246

）、

第
三
に
、「
活
動
」
及
び
言
論
に
対
し
て
の
み
機
能
す
る
、
最
後
に
、
時
系
列
的
に
「
約
束
」
の
対
象
と
さ
れ
る
「
活
動
」
に
対
し
て
常
に

先
行
す
る
）
23
（

。

こ
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
「
約
束
」
は
、
さ
ら
に
、
派
生
的
に
次
の
注
目
す
べ
き
二
つ
の
効
果
が
期
待
で
き
る
。
第
一
に
は
「
約

束
」
が
「
契
約
（contract

）」
と
し
て
機
能
す
る
効
果
で
あ
り
、
第
二
に
は
行
為
者
の
確
定
と
い
う
効
果
で
あ
る
。

（
B
）「
約
束
」
を
交
わ
す
相
手

既
に
確
認
し
て
い
る
と
お
り
、
人
間
の
内
面
は
暗
闇
で
あ
り
、
そ
の
作
用
は
「
予
見
不
可
能
」
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
常
に
不

定
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
内
面
に
お
け
る
不
安
定
性
は
、
全
く
新
し
い
「
過
程
」
を
開
始
す
る

「
活
動
」
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
一
人
の
人
間
の
同
一
性
を
不
確
定
に
さ
せ
る
要
因
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
過

去
の
行
為
を
悔
い
改
め
て
新
た
な
「
活
動
」
を
開
始
す
る
こ
と
を
「
暗
闇
」
は
可
能
に
さ
せ
る
が
、
同
時
に
、
過
去
と
現
在
と
を
容
易
に
切

断
し
、
切
断
さ
れ
た
二
つ
の
行
為
が
同
一
の
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
は
困
難
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で

あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
不
確
定
性
を
抱
え
な
が
ら
も
人
間
が
「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
お
い
て
個
人
を
同
一
人
格
と
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の

は
、
個
人
を
そ
の
よ
う
に
認
識
可
能
と
さ
せ
る
「
物
語
」、
あ
る
い
は
「
過
程
」
が
見
い
だ
さ
れ
う
る
た
め
で
あ
っ
た
。
我
々
が
そ
こ
に
現

れ
た
主
人
公
を
「
人
格
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
再
三
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
い
わ
ば
我
々
は
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
お

い
て
見
い
だ
さ
れ
る
「
人
格
」
を
具
体
的
他
者
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
人
物
の
「
人
格
」
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
認
識
す
る
観
客
役
の
者
が
臨
在
す
る
と
き
に
の
み

認
識
さ
れ
う
る
と
い
う
ア
レ
ン
ト
の
基
本
的
認
識
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
人
格
」
を
現
出
さ
せ
た
「
物
語
」
と
、
そ
の
行
為
の
動
機
と
の

間
に
類
推
以
上
の
関
連
を
想
定
す
る
こ
と
を
不
可
能
と
す
る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
心
は
暗
闇
で
あ

り
、
動
機
は
常
に
そ
の
暗
闇
に
潜
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、
了
解
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
抽
出
さ

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
全
く
別
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
（O

R
 p. 96

）。
我
々
は
こ
の
領
域
に
現
出
し
た
も
の
の
み
を
把
握
可
能
で
あ
っ
て
、

隠
さ
れ
た
動
機
や
心
情
、
言
う
な
れ
ば
真
の
姿
の
よ
う
な
も
の
を
直
接
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
ア
レ
ン
ト
は
主
張
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
他
者
の
真
の
動
機
を
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の
そ
れ
も
ま
た
同
様
に
確
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
意
識
し
て
動
機
を
保
持
し
て
い
な
い
限
り
は
、
す
な
わ
ち
「
人
間
事
象
の
領
域
」
と
自
己
の
内
面
と
い
う

こ
の
二
つ
の
領
域
を
行
き
来
す
る
者
で
は
、
以
前
に
行
っ
た
「
活
動
」
と
現
在
行
っ
て
い
る
「
活
動
」、
そ
し
て
将
来
行
う
可
能
性
の
あ
る

「
活
動
」
と
の
間
に
い
か
な
る
一
貫
性
を
、
自
ら
保
障
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（H

C
 p. 244 

も
し
く
は O

R
 p. 97

）。

こ
の
よ
う
な
認
識
を
踏
ま
え
る
と
き
我
々
は
、
ア
レ
ン
ト
が
次
の
よ
う
な
自
身
の
哲
学
的
認
識
を
「
活
動
」
者
に
当
て
は
め
て
考
え
て
い

た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
事
象
の
領
域
で
は
、
存
在
（being

）
と
現
れ
（appearance

）
は
一
つ
で
あ
り
同
一
の
も

の
で
あ
る
」（O

R
 p. 98

）
と
い
う
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。「
活
動
」
が
な
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
暴
露
す
る
「
人
格
」
と
そ
の

「
物
語
」
と
が
そ
の
全
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
意
味
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
判
断
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
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（
C
）「
契
約
」

ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
現
出
し
た
「
過
程
」
か
ら
類
推
さ
れ
る
動
機
を
保
持
す
る
個
々
の
具
体
的
人
格
を
相
手
に
我
々
は

「
約
束
」
を
交
わ
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
議
論
は
政
治
学
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
「
契
約
（contract

）」
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
機

能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
レ
ン
ト
の
「
契
約
」
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
従
来
の
概
念
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ

う
。
彼
女
は
そ
れ
を
、
主
権
を
基
盤
に
し
た
政
治
体
と
、「
契
約
」
を
基
盤
に
し
た
政
治
体
と
い
う
二
つ
の
議
論
の
対
比
に
お
い
て
表
現
し

て
い
る
（H

C
 pp. 244

―245

）。
そ
し
て
彼
女
は
、
政
治
学
の
議
論
に
お
い
て
長
ら
く
主
流
を
占
め
て
い
た
前
者
で
は
な
く
、
後
者
の
「
契

約
」
に
よ
る
も
の
を
よ
り
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ア
レ
ン
ト
は
両
者
の
性
格
の
違
い
を
、
交
わ
さ
れ
る
契
約
の
形
態
の
違
い
に
よ
っ
て
示
唆
し
た
。
主
権
に
基
づ
く
政
治
体
の
構
成
が
「
同

意
（consent

）」
に
よ
る
構
成
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
約
束
」
に
基
づ
く
政
治
体
は
「
相
互
約
束
（m

utual prom
ise

）」
に
基
づ
い
た
関

係
の
構
成
で
あ
る
と
彼
女
は
述
べ
た
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
の
議
論
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
従
来
の
社
会
契
約

論
が
単
一
の
意
志
に
従
う
こ
と
に
「
同
意
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
権
を
発
生
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、「
契
約
」
に
依
拠
し
た
そ
れ
は
、
相

互
に
各
行
為
者
が
「
約
束
」
を
交
わ
し
、
相
互
に
拘
束
し
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

前
者
の
議
論
が
、
本
稿
の
序
で
示
さ
れ
た
、
義
務
論
の
構
造
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
権
を
生
み
出

す
「
同
意
」
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
提
供
す
る
利
得
ゆ
え
に
、
各
人
の
個
別
意
志
が
抑
制
さ
れ
、
政
治
対
全
体
に
主
権
者
の
意
志
を

貫
徹
す
る
こ
と
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
意
思
は
見
か
け
上
一
致
し
、
義
務
も
果
た
さ
れ
う
る
と
仮
構
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
、
コ
モ
ン
・
ウ
ェ
ル
ス
を
巨
人
に
よ
っ
て
象
徴
し
た
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
挿
絵
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
「
相
互
約
束
」
を
基
盤
と
し
た
「
契
約
」
に
よ
っ
て
政
治
体
が
構
成
さ
れ
る
場
合
、
自
由
で
「
多
数
性

（plurality

）」
が
実
現
し
た
空
間
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
「
相
互
約
束
」
は
、
個
別
の
行
為
者
の
「
活
動
」
を
、「
約
束
」
に
関
す
る
限
り

拘
束
す
る
が
、
そ
れ
に
反
し
な
い
限
り
、
自
由
な
ま
ま
に
お
く
か
ら
で
あ
る
（H

C
 p. 244

）。
そ
れ
は
同
時
に
個
々
人
の
独
自
の
「
人
格
」

の
表
出
を
可
能
な
限
り
妨
げ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
レ
ン
ト
の
義
務
論
は
、「
多
数
性
」
を
実
現
す
る
政
治
社
会
の
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
述
べ
る
な
ら
ば
、「
約
束
」
は
、
予
見
で
き
な
い
「
活
動
」
の
遂
行
を
具
体
的
な
他
者
に
対
し
て
予
め

保
障
す
る
こ
と
で
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
の
内
実
を
成
す
関
係
性
を
安
定
化
す
る
作
用
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
24
（

。
な
ぜ
な
ら
、「
契

約
」
を
通
じ
た
安
定
的
関
係
性
は
、
秩
序
維
持
に
貢
献
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
体
の
構
成
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
）
25
（

。

加
え
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
設
立
さ
れ
る
政
治
体
は
単
に
秩
序
を
担
保
す
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
作
用
を
人
々
に
も
た

ら
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
約
束
」
を
交
わ
す
こ
と
で
行
為
者
を
個
別
に
特
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
関
係
の

網
の
目
」
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
活
動
」
者
の
特
定
と
、「
永
続
性
」
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。

四
、「
約
束
」
を
巡
る
問
題
点

（
A
）
行
為
者
の
特
定
︱︱
そ
の
形
式

こ
の
よ
う
に
、「
約
束
」
の
機
能
は
、「
活
動
」
に
対
応
す
る
「
人
間
事
象
の
領
域
」、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
よ
り
強
固
に
し
た
政
治
体
に
対

し
て
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
彼
女
の
議
論
を
検
討
し
て
き
た
中
で
、
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題
点
が
二
つ
ほ
ど
存
在
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す
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、「
約
束
」
を
交
わ
す
行
為
者
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
が
仮
に

「
物
語
」
を
通
じ
て
「
人
格
」
と
し
て
把
握
可
能
で
あ
り
、
そ
の
他
者
と
「
約
束
」
を
交
わ
す
に
せ
よ
、
も
う
一
方
の
側
の
自
己
は
自
身
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
把
握
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
「
赦
し
」
の
議
論
に
お
い
て
触
れ
た
ア
レ
ン
ト
の
議
論
、
す
な
わ
ち
自
己
が
自

身
に
対
し
て
「
赦
し
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
議
論
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
約
束
」
を
交
わ
す
自
己
の
存
在
を
、
彼
女
の
論

理
構
成
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、「
物
語
」
を
経
て
認
識
さ
れ
た
他
者
の
「
人
格
」
よ
り
も
、
暗
闇

た
る
内
面
を
有
す
る
自
己
の
ほ
う
が
信
頼
で
き
な
い
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
第
二
に
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
人
は
交
わ
し
た
「
約
束
」
を
遵
守
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
権
論
が
依
拠
し
た
自
己
保
存
の
よ
う
な

最
高
善
を
提
示
し
な
い
と
い
う
ア
レ
ン
ト
の
議
論
を
受
け
入
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
こ
そ
が
従
来
の
政
治
学
と
の
対
比
を
意
識
す
る

限
り
に
お
い
て
は
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
一
の
点
に
関
し
て
指
摘
可
能
で
あ
る
の
は
、「
約
束
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
約
束
」
は
単
に
相
手
の
み

な
ら
ず
自
己
を
も
拘
束
す
る
と
い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
自
己
拘
束
効
果
が
「
約
束
」
遵
守
の

動
機
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
こ
れ
ら
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

（
B
）
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
︱︱
把
握
可
能
性

先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
他
者
の
同
一
性
は
、「
物
語
」
と
い
う
形
式
と
、
そ
の
「
主
人
公
」
と
い
う
形
式
と
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
我
々
は
、
時
系
列
的
に
同
一
な
「
人
格
」
と
し
て
他
者
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
一
方
、
既
に
指
摘
し
た
よ

う
に
自
己
自
身
が
そ
れ
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、「
活
動
」
過
程
に
お
い
て
言
論
が
行
為
者
の
存
在
を
明
示
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
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で
あ
る
。
そ
れ
は
瞬
間
に
お
い
て
自
己
に
対
す
る
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
定
の
期
間

に
わ
た
る
「
活
動
」
が
、
常
に
同
一
の
行
為
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
、
言
明
に
よ
る
自
己
指
示
だ
け
で
保
障
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
）
26
（

。
動
機
を
意
識
的
に
保
持
し
続
け
な
い
限
り
、
行
為
者
の
同
一
性
は
外
的
視
点
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（H
C

 p. 178
）。
そ
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
我
々
の
内
面
は
常
に
変
化
し
て
い
る
た
め
、
単
純
に
外
部
に
対
し
て
嘘
を
つ
く
に
留
ま
ら
ず
、

自
己
欺
瞞
と
い
う
形
で
過
去
の
行
為
を
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
過
去
と
は
正
反
対
の
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）
27
（

。
こ
の
よ
う

な
存
在
を
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
確
認
し
て
き
た
「
人
格
」
と
見
な
し
、「
約
束
」
の
当
事
者
と
す
る
こ
と
は
、
な
ん
と
も
心
も
と
な
い
。

「
活
動
」
の
一
貫
性
、あ
る
い
は
そ
れ
を
担
う
行
為
者
の
一
貫
性
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン（E

ichm
an 

in Jerusalem

）』
の
「
自
己
欺
瞞
（self-deception

）」（E
J p. 51

）
の
議
論
は
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
レ
ン
ト
は
ア
イ
ヒ
マ
ン

の
あ
り
方
を
通
じ
て
「
虚
言
は
年
々
変
わ
る
」（E
J p. 52

）
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
過
去
の
行
為
と
現
在
の
自
分
と
の
関
係
を
否
認
し
た

り
、
あ
る
い
は
そ
の
動
機
や
行
為
そ
の
も
の
を
忘
却
し
た
り
す
る
こ
と
が
極
め
て
容
易
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
『
革
命
に
つ
い
て
（O

n R
evolution

）』
に
お
け
る
「
偽
善
」
の
問
題
も
ま
た
示
唆
的
で
あ
る
（O

R
 p. 

98

）。
な
ぜ
な
ら
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
見
ら
れ
る
自
己
欺
瞞
の
あ
り
方
は
、「
偽
善
」
の
問
題
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
自
己
欺
瞞
者
と
同
じ
く
偽
善
者
は
、
欺
か
れ
て
い
る
他
者
と
同
じ
程
度
自
己
自
身
も
そ
の
「
偽
善
」
の
犠
牲
者
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

「
偽
善
」
は
、
そ
れ
を
な
し
て
い
る
と
い
う
自
己
意
識
を
持
っ
て
初
め
て
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
可
能
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が

不
在
の
場
合
、
そ
も
そ
も
成
立
し
な
い
（O

R
 p. 103

）。
同
様
に
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
虚
言
は
、
彼
自
身
が
、
そ
れ
を
虚
言
で
あ
る
こ
と
を
意
識

せ
ぬ
ま
ま
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ど
ち
ら
も
そ
れ
が
偽
り
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
意
識
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
が
示
す
の
は
、
現
れ
と
存
在
と
を
同
一
視
す
る
ア
レ
ン
ト
の
論
理
に
お
い
て
、
偽
善
的
行
為
や
自
己
欺
瞞
を
糾
弾
す

る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
、
内
面
に
隠
さ
れ
た
本
来
の
自
己
の
姿
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
極
ま
り
な
い
こ
と
を
、
彼
女
が
認
識
し
て
い
た
点

で
あ
る
）
28
（

。
加
え
て
ア
レ
ン
ト
は
、
他
者
に
暴
露
さ
れ
る
自
己
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
示
唆
す
る
「
過
程
」
あ
る
い
は
「
物
語
」
が
、
主
人
公
自
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身
に
直
接
開
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
も
考
え
て
い
た
（H

C
 p. 179

）。
行
為
者
が
「
何
者
」
で
あ
る
か
は
、
そ
の
行
為
が
継
続
し
て
い
る

最
中
に
、
行
為
者
自
身
に
対
し
て
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
）
29
（

。

こ
う
し
て
「
物
語
」
を
経
る
こ
と
で
確
保
さ
れ
る
「
人
格
」
が
自
身
に
対
し
て
は
開
示
さ
れ
て
お
ら
な
い
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
残

る
。
我
々
は
こ
の
ま
ま
で
は
他
人
の
「
人
格
」
は
「
永
続
性
」
を
有
し
た
あ
る
程
度
は
信
頼
の
お
け
る
も
の
と
し
て
把
握
し
得
て
も
、
自
己

自
身
の
そ
れ
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
C
）
デ
カ
ル
ト
的
定
式
化
に
対
す
る
ア
レ
ン
ト
の
批
判

こ
の
よ
う
な
自
己
の
「
人
格
」、
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
同
一
性
）
を
確
保
す
る
こ
と
の
困
難
が
ア
レ
ン
ト
の
議
論
に
お
い
て

生
ず
る
の
は
、「
観
照
的
生
活
」
と
「
活
動
的
生
活
」
を
無
理
に
区
分
し
た
た
め
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
区
分
が
そ
も
そ
も
妥
当
で
あ
る
の
か
を
問
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
精
神
的
存
在
者
と
し
て
人
間
を
捉

え
、
そ
れ
に
実
存
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
主
流
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
場
合
、
ア
レ
ン
ト
と
は
異
な
り
「
思
考
」
こ
そ
が
本
来
的
人
間
性
を
回
復
さ
せ
る
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
近
代
哲
学
の
祖
で
あ

る
デ
カ
ル
ト
は
、
方
法
的
懐
疑
を
経
て
獲
得
し
た
コ
ギ
ト
の
形
式
に
よ
っ
て
、
思
考
と
自
己
の
実
存
と
を
一
致
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
ア
レ

ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
定
式
に
否
定
的
で
あ
り
、
と
り
わ
け
デ
カ
ル
ト
の
議
論
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
を
提
出
し
、
反
論
し
て
い

る
。ア

レ
ン
ト
は
彼
の
議
論
を
、「
我
思
う
ゆ
え
に
我
あ
り
」
で
は
な
く
、「
我
疑
う
故
に
我
あ
り
」（H

C
 p. 279

）
で
あ
る
と
し
た
。
彼
女
か

ら
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
議
論
が
示
し
て
い
る
の
は
、
人
間
は
懐
疑
の
過
程
が
続
い
て
い
る
間
に
お
い
て
の
み
自
己
の
意
識
を
感
得
し
て
い

る
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
懐
疑
の
継
続
が
失
わ
れ
た
と
き
に
は
消
え
失
せ
て
し
ま
う
、
不
安
定
な

ky5035アレント寛容cB偶.indd   300 11.7.25   2:26:26 PM



301 アレントにおける寛容と義務

構
造
に
自
身
の
存
在
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
対
す
る
危
惧
の
表
明
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
ア
レ
ン
ト
が
デ
カ
ル
ト
モ
デ
ル
に
対
し
て
危
惧
を
表
明
し
た
理
由
と
し
て
、
次
の
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

た
と
え
そ
の
よ
う
な
懐
疑
の
継
続
が
自
己
同
一
性
を
担
保
し
よ
う
と
も
、
そ
の
よ
う
な
同
一
的
自
己
が
外
部
の
「
人
間
事
象
の
領
域
」
と
接

点
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
で
あ
る
点
が
そ
れ
で
あ
る
）
30
（

。
そ
し
て
ア
レ
ン
ト
は
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
精
神
的
存
在
が
、「
人
間
事
象
の

領
域
」
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
と
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
、
二
つ
の
事
例
を
示
し
て
い
る
。
第
一
は
、
精
神
に
よ
っ

て
確
保
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
行
為
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
み
、
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
よ
う

な
試
み
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
罠
に
陥
り
、
失
敗
す
る
と
考
え
て
い
た
。『
暗
い
時
代
の
人
々
』
は
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い

る
。「
人
生
に
お
け
る
最
大
の
罠
は
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」（M

D
T

 p. 96

）
で
あ
り
、
精
神
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
揺
る
ぎ
な
き

も
の
を
実
証
し
よ
う
と
し
て
、「
予
め
考
え
ら
れ
た
形
式
に
し
た
が
う
こ
と
で
人
生
を
損
な
う
）
31
（

」
と
。

そ
し
て
第
二
は
、
自
己
の
内
面
か
ら
「
人
間
事
象
の
領
域
」
へ
と
無
媒
介
に
移
行
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
精
神
内
部
に
お
い
て
得
ら
れ

た
確
実
な
世
界
と
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
の
双
方
か
ら
「
身
を
引
い
て
自
分
自
身
に
閉
じ
こ
も
る
」（H

C
 p. 293

）
こ
と
で
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
二
つ
の
領
域
の
提
示
す
る
世
界
か
ら
逃
避
し
て
、
な
お
か
つ
自
己
の
意
の
ま
ま
に
そ
れ
を
取
り
扱
お
う
と
す

る
態
度
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
に
と
っ
て
の
現
実
は
、
同
一
な
る
精
神
的
存
在
の
真
正
性
を
示
す
た
め
の
手
段
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
世
否
定
の
あ
り
方
を
ア
レ
ン
ト
は
「
世
界
疎
外
（w

orld alienation

）」
と
呼
び
、
全
体
主
義
に

通
じ
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
で
あ
る
と
し
て
問
題
視
し
た
）
32
（

。

（
D
）「
約
束
」
遵
守
の
動
機
︱︱
他
者
を
通
じ
て
の
自
己

こ
う
し
て
、
ア
レ
ン
ト
の
議
論
を
見
て
き
た
と
き
、
自
己
を
信
頼
に
た
る
「
人
格
」
と
し
て
自
ら
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
な
ま
ま
留
ま
ら
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ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、
こ
の
問
題
の
解
決
の
糸
口
が
見

つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
そ
れ
は
、
内
面
の
領
域
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
現
出
し
た
「
過

程
」
か
ら
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
、
第
二
に
、
行
為
者
本
人
で
は
な
く
、
他
者
の
視
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て

第
三
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
把
握
さ
れ
た
「
過
程
」
が
自
己
に
経
験
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

も
し
こ
れ
ら
の
点
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
身
に
対
し
て
も
信
頼
に
た
る
「
人
格
」
と
し
て
自
己
が
出
現
す
る
、
あ
る
い
は
自
身
を
信

頼
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
把
握
の
契
機

の
一
つ
を
「
約
束
」
の
議
論
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
レ
ン
ト
は
「
約
束
」
そ
れ
自
体
を
「
活
動
」
と
し
て
規
定
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
期
間
に
わ
た
っ

て
、
交
わ
し
た
内
容
に
関
す
る
行
為
を
遵
守
す
る
と
い
う
区
切
ら
れ
た
「
過
程
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
「
約
束
」
は
開
始
と
終

了
を
持
つ
こ
と
で
、
明
確
に
区
切
ら
れ
完
結
し
た
「
物
語
」
を
形
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
彼
女
の
言
う
「
約
束
」
は
相
互
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
具
体
的
な
他
者
と
取
り
交
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
自
己
か
ら
す
れ
ば
具
体
的
で
、
安
定
し
て
現
れ

て
い
る
他
者
の
「
人
格
」
に
よ
っ
て
、
自
身
の
「
活
動
」
が
把
握
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
約
束
」
を
交
わ
す
も
の

は
、
こ
の
他
者
を
媒
介
と
し
て
、「
約
束
」
の
完
了
時
に
、
そ
れ
を
守
っ
た
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
感
得
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

換
言
す
れ
ば
「
約
束
」
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
は
他
者
に
現
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
姿
は
同
時
に
自
己
自
身
に
も
も
た
ら
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
ア
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

こ
の
他
人
が
、
約
束
を
す
る
人
と
そ
れ
を
実
行
す
る
人
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
（H

C
 p. 237

）。

こ
の
よ
う
な
他
者
を
通
じ
て
確
保
さ
れ
る
永
続
的
な
自
己
の
経
験
は
、
何
も
「
約
束
」
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
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記
録
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
、
自
身
の
振
る
舞
い
を
客
観
視
す
る
機
会
は
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
ら
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
な
く
、

自
己
の
経
験
を
も
た
ら
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
約
束
」
の
持
つ
能
力
は
特
筆
に
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
優
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、「
約
束
」
こ
そ
が
第
一
義
的
に
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
を
、
さ
ら
に
は
「
相
互
約
束
」
原
理
に
基
づ
い
た
「
契
約
」
に

よ
る
政
治
社
会
の
「
人
格
」
を
、
自
己
に
対
し
て
も
た
ら
す
機
能
を
有
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

行
為
者
と
し
て
の
「
人
格
」
が
確
保
さ
れ
な
く
て
は
、「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
お
け
る
「
活
動
」
を
開
始
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
他
者
が
外
的
視
点
か
ら
そ
の
者
の
「
罪
」
を
指
摘
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
他
か
ら
の
「
人
格
」
認
知
の
構
造
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
当
人
は
「
罪
」
を
か
ぶ
る
こ
と
す
ら
で
き

ず
、
当
然
に
「
赦
し
」
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
も
放
棄
し
て
し
ま
う
。
彼
は
一
人
「
人
間
事
象
の
領
域
」
か
ら
逸
脱
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
自
己
欺
瞞
を
体
現
し
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
彼
の
過
去
の
行
為
は
あ
く
ま
で
も
現
時
点
で
の
自
己
と
は
関
わ
り
の
な

い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
寛
大
に
「
赦
し
」
を
与
え
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
強
く
非
難
し
処
罰
を
与
え
よ
う
と
も
、
彼
に
そ
れ
ら

行
為
の
示
す
意
味
が
伝
わ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
）
33
（

。

五
、
お
わ
り
に
――
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
と
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、「
赦
し
」
と
「
約
束
」
が
と
も
に
「
人
間
事
象
の
領
域
」
の
保
全
の
た
め
の
特

殊
機
能
を
担
う
「
活
動
」
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
稿
の
冒
頭
に
引
用
し
た
両
者
の
関
連
を
比
喩

的
に
示
唆
し
た
文
章
の
内
容
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
約
束
」
が
「
人
間
事
象
の
領

域
」
そ
の
も
の
を
具
体
化
し
、
政
治
体
を
構
成
す
る
の
に
貢
献
す
る
と
同
時
に
、「
赦
し
」
は
「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
お
け
る
「
罪
」
の
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追
求
を
断
ち
切
る
た
め
の
機
能
を
担
う
こ
と
で
そ
れ
を
保
全
す
る
と
い
う
も
で
あ
る
）
34
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
同
じ
も
の
に
属
す
る
と

い
う
の
は
、
両
者
が
共
に
「
人
間
事
象
の
領
域
」
に
与
え
る
積
極
的
効
果
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
し
に
は
自
由
が
存
在
し

な
い
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
領
域
に
お
い
て
人
は
自
己
を
暴
露
す
る
行
為
を
自
発
的
に
開
始
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヒ
マ
ン

の
よ
う
な
存
在
は
そ
も
そ
も
そ
の
領
域
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ア
レ
ン
ト
が
示
し
た
「
赦
し
」
お
よ
び
「
約
束
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
「
活
動
」

は
、
幅
広
い
論
理
的
射
程
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。「
制
作
」
が
「
活
動
」
に
よ
っ
て
そ
の
対
応
領
域
に
生
じ
る
矛
盾
点
を
克
服
し
て
き

た
の
と
は
異
な
リ
、「
活
動
」
に
対
応
す
る
「
人
間
事
象
の
領
域
」
は
、「
活
動
」
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
そ
の
崩
壊
の
危
機
を
脱
し
て
い
る

こ
と
が
、
そ
の
一
つ
の
証
左
で
あ
ろ
う
（H

C
 p. 236

）。
人
々
は
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ
意
味
を
暴
露
、
把
握
す
る
こ
と
で
世
界
を
了
解

し
、
そ
の
世
界
の
消
滅
を
回
避
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
赦
し
」
と
「
約
束
」
と
の
概
念
を
検
討
し
て
く
る
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
「
人
格
」
の
概
念
に
注
意
を
払
う
な
ら
ば
、
こ

の
問
題
連
関
に
さ
ら
な
る
意
義
を
見
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
と
の
概
念
の
検
討
に
よ
っ
て
顕
わ
に
さ
れ
る
行

為
者
の
同
一
性
の
文
脈
は
、
新
た
な
人
間
理
解
の
手
が
か
り
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
35
（

。
そ
れ
は
、
近
代
政
治
学
が
想
定
し
た
自
己
保
存
の

受
容
に
よ
っ
て
一
律
の
反
応
を
す
る
と
さ
れ
た
人
間
一
般
の
姿
と
は
大
き
く
異
な
り
、
一
人
一
人
が
独
自
性
を
露
わ
に
す
る
特
別
な
存
在
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
他
者
と
の
具
体
的
関
係
性
の
線
上
に
お
い
て
し
か
現
れ
得
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
人
格
」
は
、
た
と
え
「
罪
」
人
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
と
も
、「
約
束
」
を
経
る
こ
と
無
し
に
は
、
自
己
に
は
も
た
ら
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
他
者
か
ら
「
罪
」
が
と
が
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
ま
さ
に
そ
の
「
人
格
」
が
ゆ
え
に
「
赦
し
」
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
も
期
待
で
き
る
。
こ
こ
に
こ
れ
ま
で
応
え
る
こ
と
の
で
き
ず
に
最
後
ま
で
残
さ
れ
た
疑
問
、
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
ア
レ
ン
ト
の
描
く
「
活

動
」
者
が
義
務
を
果
た
す
、
あ
る
い
は
「
約
束
」
を
守
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
約
束
」
と

い
う
行
為
を
経
て
、
あ
る
い
は
他
者
認
知
を
経
て
自
己
を
把
握
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
形
式
を
否
定
す
る
と
き
、
人
は
自
身
が
世
界
に
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存
在
す
る
と
い
う
確
実
な
経
験
を
獲
得
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
自
己
が
自
身
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
義
務
を
果
た
す
。
こ
れ
が

ア
レ
ン
ト
の
描
い
た
義
務
論
の
基
本
的
原
理
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
「
約
束
」
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
世
界
そ
れ
自
体
が
、
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
は
尊
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
世
界
は
、
自
身
を
含
ん
だ
多
様
な
「
人
格
」
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る

「
多
数
性
（plurality
）」
が
実
現
し
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
は
自
身
を
含
む
存
在
の
意
味
を
了
解
可
能
と
な
る
。
こ
う
し
て
み
る

な
ら
ば
、
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
「
約
束
」
の
遵
守
は
、
か
つ
て
の
自
然
法
が
人
間
に
課
し
た
義
務
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
自
然
権
論
者

が
想
定
し
た
自
己
保
存
の
よ
う
な
最
高
善
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
よ
う
な
命
令
で
も
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
多
数
性
」
と
は
「
地
上
に
生
き

世
界
に
住
む
の
が
一
人
の
人
間
で
は
な
く
、
多
数
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
」（H

C
 p. 7

）
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
が
個
々

人
の
「
人
格
」
を
暴
露
す
る
と
い
う
人
間
の
条
件
そ
の
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
レ
ン

ト
は
「
多
数
性
は
、
全
政
治
生
活
の
条
件
で
あ
り
そ
の
必
要
条
件
で
あ
る
ば
か
り
か
、
最
大
の
条
件
）
36
（

」
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
我
々
は
、
ア
レ
ン
ト
が
、
自
身
の
述
べ
た
「
約
束
」
の
遵
守
そ
れ
自
体
の
実
現
可
能
性
に
対
し
て
何
ら
絶
望

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
革
命
に
つ
い
て
』
の
最
後
に
ア
レ
ン
ト
が
好
意
的
に
引
用
し
て
い
る
シ
ャ
ー
ル
の
以
下
の
言
葉
が
こ
の
よ
う
な
状
態
の
実
現
を
活
写
し

て
い
る
。そ

の
宝
と
は
、
彼
が
『
自
分
自
身
を
発
見
し
た
』
こ
と
、
も
は
や
自
分
の
『
不
誠
実
さ
』
を
疑
わ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
、
仮
面

と
虚
偽
と
を
身
に
つ
け
て
あ
ら
わ
れ
る
必
要
の
な
い
こ
と
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
も
自
分
の
姿
は
他
人
に
も
自
分
自
身
に
も
同
じ

よ
う
に
見
え
る
こ
と
、『
裸
で
い
る
こ
と
』
が
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
（O

R
 p. 280

）。
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す
な
わ
ち
、「
多
数
性
」
の
実
現
は
、
そ
の
ま
ま
自
分
自
身
を
設
立
す
る
と
い
う
宝
を
我
々
に
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
こ
の

文
脈
で
こ
そ
、
ア
レ
ン
ト
の
「
約
束
の
実
行
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
」（H

C
 p. 237

）
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ア
レ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
寛
容
論
、
義
務
論
を
展
開
し
た
『
人
間
の
条
件
』
を
、「
我
々
が
常
に
行
っ
て
い
る
こ
と
」（H

C
 p. 5

）
に
関

す
る
分
析
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ
は
ア
レ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
な
多
様
性
の
顕
現
に
こ
そ
、
我
々
の
本
来
的
姿
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
仮
に
彼
女
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
文
字
通
り
人
を
機
械
的
な
反
応
の
束
と
す
る
こ
と
を
現
実
の
も
の
と
し

た
全
体
主
義
体
制
の
登
場
以
降
の
時
代
に
住
ま
う
我
々
に
も
、
い
ま
だ
可
能
性
が
大
き
く
開
か
れ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ

れ
は
ま
さ
に
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
「
奇
蹟
」
へ
の
、
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
そ
れ
を
成
す
人
々
の

「
新
生
（natality

）」
へ
の
希
望
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
注

・ 

ア
レ
ン
ト
原
典
の
引
用
に
関
し
て
は
以
下
に
示
す
略
記
を
使
用
す
る
。

▽ H
C

――T
he H

um
an C

ondition

（C
hicago: T

he U
niversity of C

hicago Press, 1958

）.（
清
水
速
雄
訳
『
人
間
の
条
件
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
四
年
））

▽ M
D

T

――M
en in D

ark T
im

es

（N
ew

 York: H
arcourt B

race &
 C

om
pany, 1968

）.（
阿
部
斉
訳
『
暗
い
時
代
の
人
々
』（
河
出
書
房
新

社
、
一
九
八
六
年
））
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▽ O
R

――O
n R

evolution

（N
ew

 York: Penguin B
ooks, 1976

）.（
清
水
速
雄
訳
『
革
命
に
つ
い
て
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
））

▽ LM
 I, LM

 II

――T
he Life of T

he M
ind; O

ne-Volum
e E

dition

（N
ew

 York: H
arcourt B

race &
 C

om
pany 1977

）.（
佐
藤
和
夫
訳
『
精

神
の
生
活
』
上
・
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
））

▽ E
J

――E
ichm

an in Jerusalem

（N
ew

 York: Penguin B
ooks, 1977

）.（
大
久
保
和
朗
訳
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（
み
す
ず
書

房
、
一
九
六
九
年
））

（
1
） M

D
T

 p. 109.

（
2
） W

atkins, 1973., C
h.5.  

あ
る
い
は
、
福
田
、
二
三
四
頁
を
参
照
。

（
3
） 

こ
の
傾
向
を
最
も
典
型
的
に
示
す
も
の
が
、
家
父
長
権
論
と
神
権
論
と
を
混
合
す
る
こ
と
で
王
権
を
正
当
化
し
た
フ
ィ
ル
マ
ー
の
議
論
を
批
判

し
、
契
約
論
を
展
開
し
た
、
ロ
ッ
ク
の
『
統
治
二
論
』
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
4
） 

以
下
の
議
論
を
参
照
。「
ロ
ッ
ク
の
寛
容
論
を
貫
く
最
も
基
本
的
な
特
質
は
（
略
）『
政
教
分
離
（segregation

）』
の
主
張
に
求
め
ら
れ
る
」。
そ

し
て
「
政
教
分
離
の
要
求
は
、『
政
治
的
統
治
』
の
そ
の
固
有
性
を
守
る
た
め
に
不
可
避
的
な
主
張
で
あ
っ
た
」（
加
藤
、
一
三
二
―
一
三
三
、 

一
四
二
頁
）。
ま
た
、
ロ
ッ
ク
以
外
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
そ
し
て
ル
ソ
ー
と
い
う
二
人
の
契
約
論
者
が
、
こ
の
図
式
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
は
付
言

さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
主
権
者
に
よ
る
学
説
判
定
件
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
教
義
対
立
を
政
治
権
力
が
裁
く
こ
と
を
主
張
し
、
ル

ソ
ー
は
市
民
宗
教
に
よ
っ
て
人
々
が
教
化
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

（
5
） W

olin, pp. 246

―247.

（
6
） 

カ
ン
ト
の
実
践
理
性
に
関
す
る
議
論
は
、
義
務
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
遵
守
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
功

利
的
な
契
約
論
の
構
成
と
は
異
な
る
位
相
に
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
主
張
と
ア
レ
ン
ト
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
異
同
に
つ
い

て
は
本
稿
で
論
ず
る
こ
と
は
な
い
が
、
ア
レ
ン
ト
の
議
論
に
関
し
て
は
、
以
下
の
本
稿
の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
） H

C
 p. 237.  

こ
の
表
現
の
前
段
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
不
可
逆
性
の
苦
境
か
ら
抜
け
出
す
可
能
な
救
済
は
、
赦
し
の
能
力
で
あ
る
。
こ

れ
に
た
い
し
（
略
）
予
見
不
可
能
性
に
対
す
る
救
済
策
は
、
約
束
を
し
、
約
束
を
守
る
能
力
に
含
ま
れ
て
い
る
」。

（
8
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
一
七
頁
。

（
9
） 『「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
彼
の
主
張
す
る
行
為
の
典
型
例
を
「
思
考
」
に
求
め
た
の
に
対
し
、
ア
レ
ン
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ト
は
、「
思
考
」
と
「
活
動
」
と
を
区
分
し
た
。
そ
れ
は
ア
レ
ン
ト
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
と
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
本
稿
の
主
た
る
検
討
対
象
で
あ
る
『
人
間
の
条
件
』
に
は
、
そ
の
区
分
は
意
識
さ
れ
て
は
い
て
も
（
例
「
人
間
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
死

ぬ
た
め
で
は
な
く
、
始
め
る
た
め
で
あ
る
」（H

C
 p. 246

））
明
瞭
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
思
考
」
に
「
充
足
」
の
可
能
性
を
見
い
だ
そ
う

と
す
る
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（
例
、H

C
 p. 325

）。
し
か
し
後
期
の
著
作
で
あ
る
『
精
神
の
生
活
』、
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー

を
直
接
論
じ
た
『
意
志
』
に
お
い
て
、
両
者
の
差
異
は
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
10
） H

C
 p. 233.  

確
か
に
、
ア
レ
ン
ト
の
引
用
す
る
ア
キ
レ
ウ
ス
の
例
（H

C
 p. 194

）
を
顧
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
活
動
」
の
目
的
が
提
出
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
目
的
が
、「
活
動
」
を
偉
大
と
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。「
活
動
」
そ
の
も
の
の
偉
大
さ
が
後
代
に
残
る

と
い
う
ひ
と
つ
の
効
果
を
導
き
出
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
制
作
」
の
連
関
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（H

C
 p. 205

―206

を
参
照
）。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、V

illa, p. 55

を
参
照
の
こ
と
。

（
11
） V

illa, p. 46

―49.  

ヴ
ィ
ラ
は
、
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
「
活
動
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
本
稿
に

お
け
る
「
活
動
」
理
解
に
と
っ
て
極
め
て
興
味
深
い
観
点
を
提
供
し
て
い
る
。

（
12
） 

こ
の
よ
う
な
整
理
を
別
の
表
現
で
述
べ
る
な
ら
ば
、「
物
語
」
と
は
、
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
表
現
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（H

C
 p. 187

）。「
物
語
」
の
「
主
人
公
」
が
「
何
者
」
で
あ
る
の
か
も
ま
た
、
そ
の
「
物
語
」
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
で
し
か

十
全
に
は
示
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
身
が
「
何
者
」
で
あ
る
の
か
を
示
す
に
は
、
他
と
の
区
別
に
よ
っ
て
そ
れ
を
開
示
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
何
か
抽
象
的
な
用
語
に
よ
っ
て
そ
れ
を
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
（H

C
 p. 184

）。

（
13
） 

こ
の
よ
う
な
ア
レ
ン
ト
の
議
論
で
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、「
主
人
公
」
が
「
物
語
」
の
作
者
で
は
な
い
と
い
う
ア
レ
ン
ト
の
指
摘
で
あ
る

（H
C

 p. 184

）。
作
者
は
、
物
語
を
自
由
に
構
想
し
、
主
人
公
の
行
為
の
究
極
目
的
を
設
定
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
記
述
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、

む
し
ろ
「
制
作
」
者
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
物
語
」
に
開
示
さ
れ
る
「
主
人
公
」
は
、
自
身
が
始
め
た
過
程

と
、
そ
こ
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
と
に
翻
弄
さ
れ
続
け
、
そ
れ
ら
を
意
の
ま
ま
に
操
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、「
物
語
」
は
様
々
な

経
緯
を
再
構
築
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
困
難
に
立
ち
向
か
っ
た
「
主
人
公
」
の
姿
を
暴
露
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
彼

が
「
何
者
」
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
14
） H

C
 p. 243.  

こ
の
よ
う
な
構
造
に
お
い
て
「
赦
し
」
は
、
作
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
に
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
断
ち
切
る
の
み
な
ら
ず
、
行
為

者
に
対
し
て
厄
災
と
し
て
降
り
か
か
っ
た
「
罪
」
か
ら
解
放
す
る
働
き
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
単
に
復
讐
を
止
め
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
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行
為
者
自
身
が
「
罪
」
に
苛
ま
れ
続
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
の
で
あ
る
。

（
15
） 
こ
れ
は
先
に
触
れ
た
「
主
人
公
」
が
「
人
格
」
あ
る
い
は
「
何
者
」
で
あ
る
の
か
を
開
示
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
点
に
注
意
を
払
え
ば
理

解
で
き
る
。

（
16
） H

C
 p. 242.  

ま
た
、
拙
稿
（
二
〇
〇
七
年
）、
二
二
四
頁
の
議
論
を
参
照
。

（
17
） 

こ
の
「
奇
蹟
（m

iracle

）」
と
い
う
形
容
が
示
唆
す
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、「
赦
し
」
が
「
活
動
」
同
様
に
全
く
新
し
い
「
過
程
」
を
、
あ
る
い
は
関
係
性
を
生
み
出
す
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き

た
そ
の
本
来
的
機
能
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
は
、
個
別
の
人
格
を
「
了
解
」
し
「
尊
敬
」
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら

ゆ
る
利
害
関
係
か
ら
隔
絶
し
て
も
な
お
人
間
は
他
者
に
「
赦
し
」
を
与
え
う
る
と
い
う
特
殊
な
性
格
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
付
言
す
る
な

ら
ば
、
こ
の
表
現
に
関
し
て
ア
レ
ン
ト
自
身
は
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
を
積
極
的
に
受
け
入
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
（
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
セ
ン
、

一
〇
五
―
一
〇
六
頁
）。

（
18
） 「
物
語
」
は
永
続
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
的
事
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ア
レ
ン
ト
が
「
制
作
」
の
項
に
お
い
て
論
じ
た
「
制
作
」
の

担
う
役
割
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。「
物
語
」
が
物
語
作
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
態
は
「
物
語
」
の
素
材
と
な
る
「
活
動
」
が
、「
物
語
」

と
い
う
最
終
制
作
物
と
な
る
過
程
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
作
物
が
有
す
る
一
つ
の
性
質
が
「
永
続
性
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を

持
続
的
に
現
れ
続
け
る
と
い
う
性
質
と
し
て
理
解
で
き
る
（H

C
 p. 168 

及
びH

C
 p. 192

を
参
照
の
こ
と
）。

（
19
） D

ish, p. 62

を
参
照
。

（
20
） 

処
罰
に
関
す
る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
は
、『
人
間
の
条
件
』
を
著
し
て
の
ち
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
に
お
い
て
、
よ
り
発
展
し
た
形
で

論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
処
罰
の
持
つ
制
度
的
側
面
に
眼
を
向
け
、
そ
の
作
動
に
潜
む
個
別
の
事
象
を
理
解
し
判
断
す
る
能
力
の
必
要
性

に
目
を
向
け
た
。
こ
れ
は
「
活
動
」
に
お
け
る
「
物
語
」
理
解
の
能
力
の
延
長
に
あ
る
力
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
の
議
論
に
よ
れ
ば
、「
罪
」
の
同

定
が
、
そ
の
制
度
の
合
理
性
に
依
拠
す
る
に
留
ま
る
限
り
で
は
困
難
で
あ
る
可
能
性
が
存
在
す
る
。
彼
女
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
我
々
は
犯
罪
や
暴
力
が
例
外
ま
た
は
極
端
な
場
合
と
さ
れ
て
い
る
支
配
機
構
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
原
則
を
、
犯
罪
が
合

法
的
と
さ
れ
常
態
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
政
治
秩
序
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」（E

J pp. 291

―292

）。
加
え
て
彼
女
は
、「
人

道
に
対
す
る
罪
」
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
、
た
と
え
「
明
白
に
犯
罪
的
な
命
令
に
は
従
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
も
、
そ
れ
が
適

用
さ
れ
る
「
例
外
と
原
則
の
関
係
が
、（
略
）
逆
に
な
っ
て
い
る
」（E

J p. 292

）
状
況
の
中
で
、
不
服
従
を
貫
徹
す
る
困
難
に
も
触
れ
て
い
る
。
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人
間
事
象
の
領
域
と
は
隔
離
さ
れ
、
倒
錯
さ
れ
た
状
況
で
、
人
間
が
一
人
で
正
し
い
判
断
を
下
す
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
を
、
ア

レ
ン
ト
は
あ
ら
た
め
て
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
ケ
ー
ス
を
踏
ま
え
て
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

（
21
） 
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
格
に
関
し
て
は
、
福
田
、
二
四
八
頁
を
参
照
。

（
22
） 

ア
レ
ン
ト
は
同
意
と
「
相
互
約
束
（m

utual prom
ises

）」
と
を
区
別
し
て
議
論
し
て
い
る
（O

R
 p. 170

）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
意
と
は
、
特

定
の
意
思
に
対
し
て
各
自
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
相
互
約
束
」
は
相
互
に
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
記

述
さ
れ
る
。
同
意
が
服
従
を
求
め
る
意
思
と
自
己
と
の
垂
直
的
関
係
の
み
を
要
請
す
る
の
と
は
対
照
的
に
、「
相
互
約
束
」
は
相
手
に
よ
る
検
証

を
伴
い
な
が
ら
同
時
に
自
己
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

（
23
） 

三
と
四
に
関
し
て
、
ア
レ
ン
ト
が
直
接
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
「
人
間
事
象
の
領
域
」
が
活
動
と
言
論
の
み
が
現
れ
る
場
で
あ
る
と

い
う
彼
女
の
議
論
と
、「
約
束
」
の
「
未
来
を
現
在
の
よ
う
に
扱
う
」（H

C
 p. 245 

及
びO

R
 p. 175

）
と
い
う
彼
女
の
指
摘
よ
り
導
出
可
能
で
あ

る
。

（
24
） H

C
 p. 245 

及
びO

R
 p. 175 

を
参
照
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、D

’E
ntres, p. 82 

を
参
照
。

（
25
） 

ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
が
、
秩
序
を
構
成
す
る
の
に
多
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
安
定
的
自
然
秩
序
を
前

提
と
し
た
ロ
ッ
ク
の
議
論
が
、
よ
り
容
易
に
政
治
体
へ
の
移
行
を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
ア
レ
ン
ト
の
示
す
「
約

束
」
の
秩
序
は
、
ロ
ッ
ク
的
自
然
状
態
を
提
供
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
原
理
と
し
て
作
用
し
う
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

（
26
） 

以
下
の
議
論
に
関
し
て
は
、
リ
ク
ー
ル
『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』
を
参
照
。
と
り
わ
け
リ
ク
ー
ル
は
同
書
に
お
い
て
、
自
己
を
イ
デ
ム

（idem

）
と
イ
プ
セ
（ipse

）
と
い
う
形
式
に
区
別
し
て
議
論
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
（
同
書
日
本
語
版
へ
の
序
文
を
参
照
）。

（
27
） D

isch, p.52 

及
び p.53.  

ま
た
、
以
降
の
「
約
束
」
に
関
す
る
議
論
も
参
照
の
こ
と
。

（
28
） 

ア
レ
ン
ト
は
後
年
に
な
っ
て
、
自
己
同
一
性
を
精
神
内
部
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
関
す
る
問
題
を
、
そ
の
構
造
の
検
討
か
ら
確
認
し
よ
う

と
試
み
て
い
る
。『
思
考
』
に
お
け
る
彼
女
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
自
身
の
同
一
性
を
確
認
で
き
る
の
は
、
私
と
私
自
身
と
の
内
面
に
お
け

る
対
話
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
（LM

 I p. 192 

あ
る
い
はO

R
 p. 10

）。
こ
の
よ
う
な
議
論
か
ら
、
一
方
に
お
い
て
継
続
的
思
考
を
行
う
も
の
は
、

自
身
の
同
一
性
を
確
保
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
持
続
す
る
何
か

が
内
面
に
見
つ
か
ら
な
い
限
り
、
人
は
自
己
の
同
一
性
を
確
認
で
き
な
い
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
関
連
し
て
注
30
の
議
論
も
参
照
）。

（
29
） H

C
 p. 211.  「

あ
る
人
のw

ho

が
そ
の
人
自
身
に
よ
っ
て
は
物
化
で
き
な
い
と
い
う
基
本
的
事
実
」を
参
照
。
ア
レ
ン
ト
の「
物
化（reification

）」
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の
概
念
は
、「
永
続
性
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
我
々
の
議
論
と
関
連
し
て
い
る
。

（
30
） 
こ
れ
に
関
連
す
る
議
論
と
し
て
ア
レ
ン
ト
の
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
「
隠
さ
れ
た
悪
」
の
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（O

R
 p. 151

）。

そ
れ
は
、
良
心
の
機
能
に
お
い
て
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
う
一
人
の
自
己
の
存
在
を
内
面
に
想
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
神
と
い
う
他

在
を
自
己
の
内
部
に
抱
え
込
む
か
し
な
け
れ
ば
、
悪
が
内
面
に
隠
さ
れ
た
ま
ま
留
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
議
論
で
あ

る
。
先
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
例
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
自
己
欺
瞞
に
よ
っ
て
悪
の
事
実
は
忘
却
さ
れ
る
可
能
性
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
。

デ
カ
ル
ト
的
な
精
神
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
悪
を
対
象
化
し
て
見
つ
め
る
自
己
対
話
的
自
己
自
身
も
、
自
己
を
見
つ
め
る
内
な
る
神
も
措

定
で
き
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
議
論
に
お
い
て
現
れ
る
神
は
、
コ
ギ
ト
を
得
た
あ
と
の
自
己
と
世
界
と
を
直
接
媒
介
す
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
自
己

を
対
象
化
す
る
精
神
内
部
の
他
在
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
31
） M

D
T

 p. 106.  

こ
の
よ
う
な
も
の
の
抱
く
悲
嘆
を
ア
レ
ン
ト
は
デ
ィ
ネ
ン
セ
ン
の
『
夢
見
る
人
び
と
』
の
登
場
人
物
に
語
ら
せ
て
い
る
。「
二

度
と
私
は
一
個
の
人
間
で
あ
ろ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
も
う
二
度
と
一
人
の
女
に
自
分
の
心
と
全
生
活
を
縛
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
」

（M
D

T
 p. 96

）。
彼
女
は
、
一
貫
性
の
罠
に
陥
っ
た
人
に
対
し
て
人
生
が
果
た
す
復
讐
の
意
味
を
そ
こ
か
ら
読
み
取
っ
て
い
た
。

（
32
） 

拙
著
第
二
章
、
第
三
章
を
参
照
。

（
33
） 

全
体
主
義
は
こ
の
よ
う
な
者
を
大
量
生
産
し
た
。
彼
ら
は
い
わ
ば
「
人
格
」
を
と
お
し
て
発
見
さ
れ
る
、
他
者
の
存
在
す
る
世
界
を
拒
絶
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
拒
絶
者
の
典
型
で
あ
る
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
対
し
て
、
世
界
か
ら
下
さ
れ
る
判
断
を
ア
レ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
想
定
し

た
。「
君
は
、
自
分
に
罪
が
あ
る
と
は
感
じ
て
い
な
い
と
言
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
は
な
い
ま
で
も
困

難
で
あ
る
」（E

J p. 278

）。
ま
た
、
そ
の
上
で
下
さ
れ
た
死
刑
と
い
う
判
決
に
対
す
る
彼
の
反
応
に
つ
い
て
、
ア
レ
ン
ト
は
、「
絞
首
台
の
下
で

…
…
自
分
の
死
と
い
う
現
実
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
…
…
現
実
離
反
と
無
思
想
性
」（E

J p. 287

）
の
顕
現
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
彼

女
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
反
応
に
関
し
て
、
現
在
の
自
己
の
状
況
も
、
過
去
に
自
己
が
行
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
も
「
想
像
力
の
欠
如
」
の

た
め
「
俗
な
表
現
を
す
る
な
ら
、
彼
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
全
然
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
」（E

J p. 287

）
と
い
う
考
察

を
与
え
て
い
る
。

（
34
） O
R

 p. 175 

及
びH

C
 p. 246  

ま
た
、C

anovan, p. 191

―192

を
参
照
。
そ
し
て
「
島
（island

）」
の
理
解
に
は
以
下
を
参
照
。「
そ
こ
で
も
し

こ
の
自
由
な
空
間
を
政
治
的
領
域
と
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
大
洋
の
中
の
島
か
砂
漠
の
中
の
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
な
も

の
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
」（O

R
 p. 275

）。
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（
35
） H

C
 p. 193.  

こ
こ
で
ア
レ
ン
ト
はeudaim

onia 

と
「
人
格
」
を
時
系
列
的
な
意
味
で
の
同
一
性
の
文
脈
に
お
い
て
論
究
し
て
い
る
。

（
36
） H

C
 p. 7  

ま
た
、
こ
の
記
述
に
関
連
し
て
、D

isch, p. 55 

を
参
照
。
同
書
は
ア
レ
ン
ト
の
「
条
件
（condition

）」
の
語
が
二
通
り
の
意
味
で
使

用
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
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