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13 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
活
動
」
概
念
の
解
明
に
向
け
て

――
『
人
間
の
条
件
』
第
二
四
―
二
七
節
の
注
解

森　

川　

輝　

一

本
稿
の
目
的
と
課
題
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（H

annah A
rendt: 1906

―75

）
の
政
治
思
想
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
「
活
動 action

（H
andeln

）」
を
解
明
す
る
試
み
の
端
緒
と
し
て
、
彼
女
の
主
著
『
人
間
の
条
件
』（
一
九
五
八
年
）
の
第
五
章
「
活
動
」
の
最
初
の
四
つ

の
セ
ク
シ
ョ
ン
（
第
二
四
―
二
七
節
）
を
精
読
す
る
こ
と
で
あ
る
）
1
（

。

「
ア
ー
レ
ン
ト
産
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー

業
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
の
活
況
を
呈
し
て
い
る
今
日
の
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
で
あ
る
が
、
彼
女
の
政
治
思
想
が
体
系

的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
と
り
わ
け
「
活
動
」
概
念
に
つ
い
て
は
誤
解
や
無
理
解
が
甚
だ
し
い
。
そ
の
主
た
る
原
因
の

一
つ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
解
釈
者
が
『
人
間
の
条
件
』
の
「
活
動
」
の
章
の
テ
ー
マ
を
、
の
み
な
ら
ず
同
書
全
体
の
テ
ー
マ
を
、
第
二
七
節

「
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
決
」
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
取
り
上
げ
て
い
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
の
政
治
像
に
集
約
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
存
す

る
）
2
（

。
こ
の
誤
解
に
由
来
す
る
い
わ
ば
「
ア
ー
レ
ン
ト
＝
ポ
リ
ス
の
礼
賛
者
＝
反
時
代
的
で
危
険
な
政
治
思
想
家
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
広

く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
高
名
な
憲
法
学
者
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
――
「
彼
女
〔
ア
ー
レ
ン
ト
〕

が
描
く
の
は
、「
真
正
な
政
治 authentic politics

」
の
姿
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ポ
リ
ス
を
典
型
例
と
し
て
説
か
れ
る
「
真
正
な
政
治
」

活
動
と
は
、
言
論
で
あ
る
（
ホ
ー
マ
ー
の
英
雄
譚
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
闘
活
動
は
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
第
一
義
的
な
重
要
性
を
持
つ
も
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14

の
で
は
な
か
っ
た
！
）。
言
論
と
し
て
定
義
さ
れ
た
政
治
活
動
の
、
そ
の
内
容
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
何
と
政
治
自
体
で
あ
る
。
政
治

を
行
う
こ
と
と
は
、
自
ら
の
生
物
学
的
な
生
存
の
た
め
の
再
生
産
活
動
で
あ
る
と
こ
ろ
の
労
働
と
家
庭
の
場
か
ら
踏
み
出
し
、
多
く
の
市
民

の
面
前
で
公
に
討
議
し
、
卓
越
し
た
弁
論
の
能
力
を
示
す
こ
と
で
、
自
分
の
死
後
の
世
代
に
い
た
る
記
憶
を
残
す
こ
と
、
そ
れ
を
通
じ
て
政

治
そ
の
も
の
を
持
続
的
に
可
能
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
政
治
的
な
討
議
と
決
定
を
可
能
と
す
る
諸
条
件
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。〔
…
〕

経
済
政
策
や
社
会
政
策
は
、「
真
正
な
政
治
」
で
は
あ
り
え
な
い
。〔
…
〕
政
治
の
目
的
は
政
治
で
あ
る
。
政
治
は
政
治
の
た
め
に
あ
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
た
「
真
正
な
政
治
」
は
、
通
常
の
道
徳
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
例
外
的
活
動
で
あ
る
。
ツ
キ
デ
ィ
デ
ス
の
伝

え
る
ペ
リ
ク
レ
ス
の
葬
送
演
説
は
、
死
者
の
「
善
行
」
と
並
ん
で
「
悪
行
」
も
永
遠
の
記
憶
に
残
る
と
し
た
（T

he H
um

an C
ondition, 

p.206

）。「
真
正
な
政
治
」
は
、
経
済
的
・
社
会
的
利
害
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
道
徳
に
よ
っ
て
も
判
断
さ
れ
な
い
。

そ
れ
は
、
政
治
自
体
の
内
在
的
美
学
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
。〔
…
〕
こ
れ
は
、
ど
う
控
え
目
に
見
て
も
、
尋
常
な
ら
ざ
る
――
率
直

に
い
う
な
ら
、
常
軌
を
逸
し
た
政
治
観
で
は
な
か
ろ
う
か
）
3
（

」。
少
々
長
く
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
文
章
が
、『
人
間
の
条
件
』
第
二
七
節
で

ア
ー
レ
ン
ト
が
行
っ
て
い
る
古
代
の
ポ
リ
ス
の
叙
述

0

0

0

を
、
実
に
簡
潔
か
つ
的
確
に
要
約
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

古
代
ア
テ
ナ
イ
の
市
民
た
ち
は
、
政
治
を
言
論
の
競
い
合
い
と
捉
え
、
社
会
経
済
的
な
課
題
か
ら
切
り
離
し
、
さ
ら
に
は
法
規
範
や
道
徳
慣

習
に
も
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
討
議
そ
れ
自
体
を
い
わ
ば
美
的
な
芸
術
活
動
と
し
て
自
己
目
的
化
し
た
の
で
あ
る
――
ま
さ
に
「
常
軌
を
逸

し
た
政
治
観
」
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
い
う
政
治
思
想
家
が
、
こ
の
よ
う
な
「
常
軌
を
逸
し
た
」
ポ

リ
ス
の
政
治
を
「
真
正
な
政
治
」
と
し
て
理
想
化
し
て
い
る
（
ど
こ
ろ
か
、
現
代
に
お
い
て
そ
の
実
現
を
夢
見
て
い
る
）
と
い
う
「
常
軌
を

逸
し
た
政
治
観
」
の
持
ち
主
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
結
論
を
言
え
ば
、
否
で
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
ポ
リ
ス
の
政
治
の
叙0

述0

と
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
の
自
由
な
政
治
の
探
究

0

0

と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
前
者
は
、
後
者
の
道
行
に
お
い
て
批
判
的
に
捉
え
返
さ
れ

て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、「
ア
ー
レ
ン
ト
＝
古
代
の
ポ
リ
ス
の
礼
賛
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
彼
女
の
生
前
か
ら
根
強
く
、
七
二
年
に
ア
ー
レ
ン
ト
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15 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

を
迎
え
て
行
わ
れ
た
コ
ロ
キ
ア
ム
に
お
い
て
、
参
加
者
の
一
人
R
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
問
う
て
い
る
――
現
代
に
お
い
て
、
古
代
の
ポ
リ

ス
の
よ
う
に
「
社
会
的
な
も
の
」
と
「
政
治
的
な
も
の
」
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
、
あ
な
た
は
本
当
に
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
も
そ

も
あ
な
た
の
い
う
「
公
的
な
領
域
」
で
は
何
が
話
し
合
わ
れ
る
の
か
、
と
（“O
n H

annah A
rendt ”: p.316

）
4
（f

）。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め

に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
渡
米
以
後
の
自
身
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
人
々
が
「
ど
こ
に
橋
を
架
け
る
べ
き
か
」
と
い
っ
た
公
共
の
利
益
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
自
由
に
討
論
を
行
う
。
今
一
つ
は

「
陪
審
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
陪
審
員
た
ち
が
「
重
大
な
責
任
」
を
引
き
受
け
つ
つ
、「
複
数
の
異
な
る
見
方
」
を
前
提
に
、
正
義
の
実
現
を

目
指
し
て
討
論
を
行
う
（p.317
―8

）。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
れ
ら
に
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
「
日
常
生
活
の
中
に
」
に
辛
う
じ
て
残
っ
て
い

る
共
和
政
の
よ
き
伝
統
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
彼
女
が
捉
え
る
公
共
的
な
討
議
の
姿
は
、『
人
間
の
条
件
』
第
二
七
節
で
叙
述

さ
れ
る
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
彼
女
が
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
討
議
の
テ
ー
マ
と
し
て
例
示
し
て
い
る
の
は
、

「
ど
こ
に
橋
を
か
け
る
べ
き
か
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
の
日
常
生
活

0

0

0

0

に
か
か
わ
る
社
会
的
経
済
的
な

0

0

0

0

0

0

0

イ
シ
ュ
ー
で
あ
り
、
今
一
つ

の
例
で
あ
る
陪
審
に
つ
い
て
も
、
陪
審
員
た
ち
は
憲コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン

法（
国
制
）
を
頂
点
と
す
る
法
規
範
を
遵
守

0

0

0

0

0

0

し
な
が
ら
公
的
な
意
思
決
定
を
担
う
の
で

あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
と
の
共
通
点
と
い
え
ば
、
公
的
な
討
論
へ
の
人
々
の
「
参
加
」
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
の
強
調
に
留
ま
る
。「
参
加

す
る
こ
と
自
体
に
意
義
が
あ
る
」
と
い
う
「
民
主
政
治
へ
の
見
方
」
そ
の
も
の
を
危
険
視
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
タ
ウ
ン

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
陪
審
裁
判
を
例
と
し
て
語
る
政
治
観
を
「
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
な
政
治
観
」
と
断
ず
る
こ
と
は
当
を
欠
く
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
）
5
（

。
そ
も
そ
も
『
人
間
の
条
件
』
は
ポ
リ
ス
礼
賛
の
書
で
は
な
く
、
さ
ら
に
言
え
ば
（『
革
命
に
つ
い
て
』
と
は
異
な
り
）
政
治
を
主
題
と
し

た
書
で
さ
え
な
い
。
同
書
の
主
題
は
、
人
間
の
行
為
一
般
――
「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
とW

hat w
e are doing

」（H
C

: p.5

）
――
に
つ

い
て
の
理
論
的
省
察
で
あ
り
、
そ
の
中
の
「
活
動
」
を
考
察
す
る
際
に
、
ポ
リ
ス
の
政
治
が
一
つ
の
範
例
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
と
い
う

の
が
真
相
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
第
二
七
節
の
ポ
リ
ス
論
の
影
に
隠
れ
る
格
好
に
な
っ
て
き
た
第
二
四
―
二
六
節
を
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取
り
上
げ
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
活
動
を
、
複
数
の
人
々
に
よ
る
日
常
的
な

0

0

0

0

言
語
行
為
の
様
式
と
し
て
解
明
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ

こ
か
ら
改
め
て
二
七
節
の
ポ
リ
ス
論
を
捉
え
直
す
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
の
考
察
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
の
全
体
像
を
解
き
明
か
す
も
の

で
は
な
く
、
そ
の
端
緒
を
画
す
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
彼
女
の
政
治
思
想
の
中
心
を
成
す
「
活
動
」
概
念
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
自
己
愛
的
で
英
雄
主
義
的
な
実
践
的
行
為
の
反
時
代
的
な
復
興
を
狙
っ
た
も
の
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
た
、
適
切
な
理
解
に
基
づ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
に
今
日
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
に
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
寄
与
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
）
6
（

。

（
1
）「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」
――
『
人
間
の
条
件
』
の
主
題

平
明
な
事
実
の
確
認
か
ら
始
め
る
と
、『
人
間
の
条
件
』
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
の
政
治
の
分
析
や
礼
賛
の
た
め
に
書
か
れ
た

本
で
は
な
く
、
政
治
行
為
や
政
治
体
を
論
じ
る
た
め
の
書
で
さ
え
な
い
。
同
書
の
主
題
は
そ
の
名
の
と
お
り
「
人
間
の
条
件the hum

an 

condition

」
の
省
察
で
あ
り
、
人
々
が
日
々
体
験
し
て
い
る
「
行
為
の
生
活vita activa

」（
同
書
独
語
版
の
タ
イ
ト
ル
）
の
諸
条
件
の
解
明

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
書
の
冒
頭
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
私
が
目
指
す
の
は
実
に
単
純
な
こ
と
、
つ
ま
り
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え

て
み
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
（H

C
: p.5

）。

「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
とW

hat w
e are doing

」
が
、
ま
さ
に
こ
の
本
の
主
題
で
あ
る
。
本
書
が
扱
う
の
は
た
だ
、
人
間

の
条
件
の
最
も
基
本
的
な
構
成
要
素
、
つ
ま
り
、
伝
統
か
ら
見
て
も
、
ま
た
今
日
の
見
方
に
よ
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
間
存
在

の
圏
域
に
収
ま
る
よ
う
な
諸
々
の
行
為
に
過
ぎ
な
い
（ibid.

）。
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17 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
主
題
の
提
示
は
、
母
語
に
お
い
て
よ
り
明
確
で
あ
る
。
独
語
版
の
序
文
に
よ
れ
ば
、「
何
か
を
し
て
い
る
と
き
、
我
々

は
本
当
の
と
こ
ろ
何
を
行
っ
て
い
る
の
か w

as w
ir eigentlich tun, w

enn w
ir tätig sind

」
を
、「
す
べ
て
の
人
間
の
経
験
の
地
平

E
rfahrungshorizont 

の
内
で
」
問
う
こ
と
が
、
同
書
の
主
題
な
の
で
あ
る
（VA

: S.12

）。
我
々
は
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
世
界
の
中
で
絶

え
ず
何
か
を
し
て
い
る
。
我
々
は
飲
み
、
食
べ
、
眠
り
、
起
き
、
作
り
、
壊
し
、
交
換
し
、
語
り
、
争
い
、
出
会
い
、
別
れ
な
が
ら
、
世
界

か
ら
死
に
去
る
ま
で
の
時
間
を
過
ご
す
。
こ
の
よ
う
に
常
に
何
か
を
し
て
い
る
我
々
の
生
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
行
為
の
生
活
」
と
呼
び
、

そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
何
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
体
験
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
と
は
何
か
、
を
問
う
――
こ
れ
が
『
人

間
の
条
件
』
の
主
題
で
あ
る
。
著
者
の
指
示
に
従
う
か
ぎ
り
、
同
書
の
主
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
体
験
す
る
日
常
的
な
行
為
を
現
象
学
的

に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
定
の
行
為
の
領
域
――
例
え
ば
「
政
治
」
――
を
他
の
諸
領
域
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
特

定
の
人
々
の
体
験
――
例
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
政
治
的
生
活
――
を
賞
賛
し
た
り
理
想
化
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

以
上
の
こ
と
は
、『
人
間
の
条
件
』
全
体
の
構
成
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
書
は
五
つ
の
章
と
、
四
十
五
の
節
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
中
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
が
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
公
的
領
域
と
私
的

領
域
」（
ポ
リ
ス
と
オ
イ
コ
ス
）
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
る
第
二
章
の
第
四
・
五
・
六
節
と
、
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
が
叙
述

さ
れ
る
第
五
章
の
第
二
七
節
に
留
ま
る
。
古
代
の
ポ
リ
ス
は
、「
行
為
の
生
活
」
の
精
神
史
を
展
開
す
る
た
め
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
参
照
す
る

諸
々
の
歴
史
的
範
例
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼
女
が
ポ
リ
ス
の
叙
述
に
割
い
た
紙
幅
は
、
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
言
行
を

め
ぐ
る
省
察
に
費
や
し
た
紙
幅
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ギ
リ
シ
ア
愛
好
の
証
拠
と
目
さ
れ
て
き
た
第
二
七
節

は
、
第
二
四
節
か
ら
三
四
節
ま
で
の
十
一
の
節
で
構
成
さ
れ
る
第
五
章
「
活
動
」
の
行
論
に
お
い
て
、
そ
の
前
半
部
分
に
登
場
す
る
一
挿
話

に
過
ぎ
ず
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
や
政
治
理
論
の
中
心
で
も
結
論
で
も
な
い
。
活
動
と
い
う
行
為
の
様
式
の
政
治
的
理
論
化
は
、
第
五
章

の
末
尾
を
飾
る
第
三
三
節
と
第
三
四
節
に
お
い
て
、「
赦
す
力the pow

er to forgive
」
と
「
約
束
の
力the pow

er of prom
ise

」
の
省
察
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と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
断
言
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
力
は
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（H

C
: p.239, 247

）。「
赦
す
力
」
と
「
約
束
の
力
」
に
よ
っ
て
共
同
の
「
権
力pow

er

」
を
創
出
し
、
新

た
な
政
治
体
を
創
設
す
る
可
能
性
を
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
を
範
例
と
し
て
探
究
す
る
の
が
『
革
命
に
つ
い
て
』（
一
九
六
三
年
）
で
あ
る

が
、
同
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
古
典
古
代
の
政
治
的
範
例
は
、「
敗
者
を
尊
重
す
るparcere subiectis

」
と
「
契
約
は
遵
守
さ
れ
る

べ
しpacta sunt servanda

」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
古
代
ロ
ー
マ
の
共
和
政
で
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、「
行
為
の

生
活
」
を
理
論
的
に
省
察
す
る
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
ま
た
政
治
体
の
創
設
と
維
持
を
テ
ー
マ
と
す
る
『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
い

て
も
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
探
究
の
焦
点
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
都
市
国
家
の
政
治
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
彼
女
の
著
作
全
体
に
視
野

を
広
げ
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
ま
す
ま
す
明
白
と
な
る
。
公
刊
さ
れ
た
著
作
の
中
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ポ
リ
ス
の
政
治
を
主
題
化
し
て
い
る

作
品
は
、
右
で
挙
げ
た
『
人
間
の
条
件
』
の
幾
つ
か
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
除
け
ば
、
せ
い
ぜ
い
『
過
去
と
未
来
の
間
』
所
収
の
論
文
「
自
由
と

は
何
か
」（
初
出
一
九
五
八
年
）
く
ら
い
し
か
な
い
。
同
論
文
の
第
Ⅱ
節
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
政
治politics

」
と
い
う
言
葉
の

原
義
を
捉
え
直
す
べ
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
ポ
リ
スpolis

」
に
言
及
し
、
ポ
リ
ス
を
市
民
が
言
論
を
闘
わ
せ
る
「
自
由
の
劇
場
」
と
し
て

――
概
ね
『
人
間
の
条
件
』
第
二
七
節
と
同
じ
ト
ー
ン
で
――
描
き
出
し
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ポ
リ
ス
が
理
想
の
政
治
体
で
あ
る
と
か

ア
テ
ナ
イ
民
主
政
体
を
現
代
に
復
活
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
主
張
は
一
切
し
て
い
な
い
（B

PF: p.154ff

）。
そ
し
て
、
同
論
文
を
締

め
括
る
第
Ⅳ
節
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
で
は
な
く
、「
ロ
ー
マ
の
政
治
哲
学
者
」
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

に
よ
る
「
始
ま
り
と
し
て
の
自
由
」
を
め
ぐ
る
省
察
な
の
で
あ
る
（B

PF: 166ff

）。
こ
う
し
た
明
白
な
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
に

も
「
ア
ー
レ
ン
ト
＝
ポ
リ
ス
の
礼
賛
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
ま
か
り
通
っ
て
数
多
の
読
者
・
研
究
者
の
視
線
を
拘
束
し
て
き
た
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
言
う
と
お
り
、
物
事
を
考
え
る
に
は
ま
ず
根
拠
の
な
い
「
先
入
見
」
の
解
体
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
（W

IP
: S.13, 17f.

）。

『
人
間
の
条
件
』
に
立
ち
戻
る
と
、
先
述
の
と
お
り
、
同
書
の
主
題
は
人
間
の
行
為
一
般
の
理
論
的
省
察
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
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19 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
労
働labor

」「
制
作w

ork

」「
活
動action

」
と
い
う
三
つ
の
類
型
を
、「
三
つ
の
基
底
的
な
人
間
の
行
為
」
の
理
念
型

と
し
て
導
入
す
る
の
で
あ
る
（H

C
: sec1, p.7

）。「
労
働
」
と
は
、「
生
命life

」（zo -e -

）
の
維
持
存
続
と
い
う
人
間
の
条
件
に
由
来
す
る
と

こ
ろ
の
、
人
間
が
一
定
の
行
動
の
反
復
を
強
い
ら
れ
る
行
為
の
類
型
で
あ
り
、「
制
作
」
と
は
、
自
然
と
は
区
別
さ
れ
た
人
工
物
を
造
り
出

す
「
世
界
性w

orldliness

」
と
い
う
人
間
の
条
件
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
が
他
の
も
の
を
自
由
に
使
用
な
い
し
支
配
す
る
行
為
の

様
式
で
あ
る
）
7
（

。
人
間
と
モ
ノ
と
の
か
か
わ
り
か
ら
析
出
さ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
行
為
の
様
式
に
対
し
て
、「
活
動
」
と
は
、
人
間
が
「
地
上

を
生
き
、
世
界
に
住
ま
う
の
は
一
人
の
人
間
で
は
な
く
人
々
で
あ
る
と
い
う
事
実
」、
す
な
わ
ち
「
複
数
性
と
い
う
人
間
の
条
件
」
に
由
来

す
る
と
こ
ろ
の
、「
人
々
の
間
で
直
接
続
い
て
ゆ
く
唯
一
の
行
為
」
で
あ
り
、
そ
の
主
要
な
モ
ー
ド
は
言
葉
に
よ
る
交
わ
り
（
語
り
合
い

speech

）
で
あ
る
（ibid.

）。
こ
れ
ら
三
つ
の
行
為
類
型
は
、『
人
間
の
条
件
』
全
編
を
貫
く
い
わ
ば
縦
糸
を
成
し
て
お
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
は

そ
れ
ぞ
れ
第
三
章
で
「
労
働
」、
第
四
章
で
「
制
作
」、
第
五
章
で
「
活
動
」
に
省
察
を
加
え
、
最
後
の
第
六
章
で
は
、
近
代
以
降
の
政
治
社

会
に
お
け
る
「
活
動
」
の
衰
亡
を
、
ま
ず
「
制
作
」
の
優
位
、
次
い
で
「
労
働
」
の
全
面
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
描
き
出
し
て
ゆ
く
。

こ
の
流
れ
に
抗
し
て
、
制
作
で
も
労
働
で
も
な
く
活
動
の
様
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
自
由
な
政
治
の
可
能
性
を
探
究
す
る
こ
と
が
、
政
治
理

論
家
と
し
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
の
眼
目
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
（H

C
: p.9

）、
こ
こ
で
次
の
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
活
動
こ
そ
政
治
の
本
来
的
な
行
為
の
様
式
で
あ
る
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
は
、
活
動
と
い
う
行
為
が
す
べ
て
政
治
的
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
定
義
に
従
え
ば
、
活
動
と
は
言
葉
に
よ
っ
て
人
々
の
間
で
進
ん
で
ゆ
く
「
語
り
合
い
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
活
動
と
は
、
ペ
リ

ク
レ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
の
市
民
た
ち
の
面
前
で
行
う
演
説
や
、
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
「
橋
を
ど
こ
に
架
け
る
か
」
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ

れ
る
討
論
と
い
っ
た
政
治
的
な
言
論
実
践
の
み
な
ら
ず
、
或
る
学
術
会
議
で
の
公
開
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
報
告
者
と
フ
ロ
ア
の
参
加
者
の

間
で
闘
わ
さ
れ
る
議
論
や
、
さ
ら
に
は
家
庭
内
で
の
夫
婦
の
密
や
か
な
会
話
と
い
っ
た
非
政
治
的
で
私
的
な
語
り
合
い
を
も
含
む
。
複
数
の

人
々
に
よ
る
「
語
り
合
い
」
と
い
う
行
為
の
様
式

0

0

0

0

0

に
照
ら
す
な
ら
、
以
上
四
つ
の
事
例
に
違
い
は
な
く
、
い
ず
れ
も
ア
ー
レ
ン
ト
が
活
動
と
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呼
ぶ
も
の
の
一
例
で
あ
る
。
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
お
い
て
、
発
せ
ら
れ
る
言
葉
が
他
者
に
公
開
さ
れ
る
範
囲
に
存
す
る
。
前
二
者

が
政
治
的
な
活
動
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
ポ
リ
ス
あ
る
い
は
タ
ウ
ン
と
い
う
一
つ
の
政
治
体
に
と
っ
て
の
公
共
の
イ
ン
タ
レ
ス
ト
を
め
ぐ
る
言

論
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
学
会
の
公
開
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
門
戸
が
一
般
の
参
加
者
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
「
公

的public
」
な
活
動
で
あ
る
が
政
治
的
で
は
な
く
、
家
庭
内
で
の
夫
婦
の
会
話
は
、
そ
の
二
人
以
外
の
人
々
の
眼
や
耳
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る

「
私
的private
」
な
領
域
で
の
活
動
（
語
り
合
い
）
に
留
ま
る
。
こ
れ
は
、
活
動
と
い
う
行
為
の
様
式
で
は
な
く
、
活
動
が
行
わ
れ
る
場
所

が
ど
の
程
度
公
的
で
あ
る
か
（
あ
る
い
は
私
的
で
あ
る
か
）
と
い
う
『
人
間
の
条
件
』
第
二
章
「
公
的
領
域
と
私
的
領
域
」
で
論
じ
ら
れ
る

テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
が
同
書
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
編
み
上
げ
よ
う
と
す
る
議
論
の
、
い
わ
ば
横
糸
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
人
間
の
条

件
』
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
労
働
」「
制
作
」「
活
動
」
と
い
う
行
為
の
様
式
の
三
類
型
と
い
う
縦
糸
と
、「
公
的
／
私
的
」
と
い
う
行

為
が
現
れ
る
領
域
の
相
違
と
い
う
横
糸
か
ら
成
る
、「
行
為
の
生
活
」
を
め
ぐ
る
体
系
的
な
理
論
的
考
察
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
本
稿
の
紙
幅
で
は
足
り
ず
、
以
下
で
は
も
っ
ぱ
ら
縦
糸
に
沿
っ
て
第
五
章
「
活
動
」
の
最
初
の
四
節
を
検

討
し
な
が
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
捉
え
る
「
活
動
」
の
基
本
的
な
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
――
さ
し
あ
た
り
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ

テ
イ
ン
構
造
」
と
呼
ん
で
お
く
。

第
五
章
「
活
動
」
の
冒
頭
付
近
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
活
動
を
「
第
二
の
誕
生a second birth

」
と
定
義
す
る
――
「
我
々
は
言
葉
と
行

為
に
よ
っ
て
、
我
々
自
身
を
人
間
の
世
界
へ
と
挿
入
す
るinsert ourselves into the hum

an w
orld

。
こ
の
挿
入
は
、
第
二
の
誕
生
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
」（H

C
: sec.24, p.176

）。
子
ど
も
の
誕
生
が
新
た
な
生
の
「
始
ま
りinitium

」
で
あ
る
よ
う
に
、
活
動
と
は
何
か
を
始

め
る
こ
と
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
のarchein

（
始
め
る
こ
とto begin
）
に
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
のagere

（
何
か
を
運
動
さ
せ
る
こ
とset 

som
ething into m

otion

）
に
相
当
す
る
（p.177

）。
し
か
し
な
が
ら
、
誕
生
と
い
う
事
実
が
新
た
な
個
人
の
生
の
始
ま
り
と
な
る
か
ど
う

か
は
、
そ
の
者
を
迎
え
入
れ
る
人
々
が
彼
（
女
）
を
唯
一
固
有
の
人
格
と
し
て
受
け
容
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
）
8
（

。
第
二
の
誕
生
た

る
活
動
に
お
い
て
も
こ
の
原
理
は
同
一
で
あ
り
、
何
か
を
始
め
る
者
は
、
始
ま
り
を
承
認
し
て
く
れ
る
他
者
を
欲
し
、
始
ま
り
に
言
葉
と
行
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21 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

為
で
応
答
し
て
く
れ
る
他
者
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
活
動
の
様
式
で
生
起
す
る
出
来
事
は
、
誰
か
が
そ
の
出
来
事
を
「
始
めarchein

（agere
）」、
他
の
誰
か
が
そ
れ
に
加
わ
っ
て
「
実
現
す
るprattein

（gerere

）」
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
夫
婦
の
会
話
を
例
に
と
れ
ば
、

夫
が
何
か
妻
に
呼
び
か
け
、
そ
れ
に
妻
が
応
答
す
る
と
き
、
二
人
の
間
に
会
話
の
体
験
が
生
じ
る
。
そ
し
て
そ
の
会
話
の
体
験
は
、
二
人
が

互
い
を
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
承
認
し
合
い
な
が
ら
言
葉
を
交
換
し
て
い
る
間
、
持
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
で
は
夫
が
会
話
を

「
始
め
る
者 archo -n
」
に
該
当
す
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
の
言
葉
に
別
の
言
葉
で
応
答
し
て
会
話
と
い
う
出
来
事
を
「
実
現
す
るprattein

」

妻
と
い
う
他
者
の
「
実
践praxis

」
を
抜
き
に
は
成
り
立
ち
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
活
動
に
お
け
る
始
ま
り
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
に
応
答
す
る
他
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

人
々
の
実
践
に
依
存
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

――
こ
の
時
間
的
な
構
造
が
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
で
あ
る
。
そ
の
解
明
が
本
節
の
課

題
で
あ
り
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
を
理
想
化
し
て
い
る
思
想
家
で
あ
っ
て
、
彼
女
の
活
動
と
は
不
死
の
名
声
を
目
指
し
て
他
者
と
激
し
く

競
い
合
う
非
日
常
的
な
政
治
行
為
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
と
い
う
「
先
入
見
」
に
未
だ
囚
わ
れ
て
い
る
者
に
は
、
夫
婦
の
会
話
な
ど
と
い
う
極

私
的
な
体
験
を
例
に
「
活
動
」
の
基
本
構
造
を
論
じ
る
こ
と
は
見
当
外
れ
の
「
異
様
な
」
議
論
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
以
上
の
議
論
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
忠
実
な
る
読
解
の
所
産
な
の
で
あ
り
、『
人
間
の
条
件
』
を
日
常
的
な
「
行
為
の
生
活
」

の
理
論
的
省
察
の
書
と
し
て
読
む
こ
と
こ
そ
肝
要
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
夫
婦
の
関
係
に
お
い
て
、
夫
が
妻
を
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
看
做

す
こ
と
な
く
威
圧
や
暴
力
を
も
っ
て
妻
を
服
従
さ
せ
る
な
ら
ば
、
二
人
の
関
係
は
「
活
動
」
で
は
な
く
「
制
作
」
の
様
式
に
、
す
な
わ
ち

夫
を
「
支
配
者archo -n

」
と
す
る
主
従
関
係
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
二
人
が
と
も
に
一
定
の
行
動
を
ひ
た
す
ら
反
復
す
る
――

大
量
の
年
賀
状
の
宛
名
書
き
で
あ
れ
、
一
緒
に
入
信
し
た
新
興
宗
教
の
教
祖
様
へ
の
服
従
の
儀
式
で
あ
れ
――
の
で
あ
れ
ば
、
二
人
の
行
動

は
「
労
働
」
の
様
式
を
帯
び
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
9
（

。
で
は
、
こ
の
夫
婦
の
私
的
な
関
係
を
最
も
人
間
に
相
応
し
い
も
の
に
、
す
な
わ
ち
単
な
る

生
命
（zo -e -

）
の
維
持
存
続
で
は
な
く
て
人
間
と
し
て
の
ユ
ニ
ー
ク
な
生
（bios

）
を
実
現
す
る
関
係
性
に
し
て
ゆ
く
行
為
の
様
式
と
は
何
か

――
労
働
で
も
制
作
で
も
な
く
、
活
動
で
あ
る
。
夫
婦
と
い
う
「
家oikia

」
の
中
で
の
私
的
な
関
係
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
は
、
政
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治
的
な
領
域
（polis

）
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
政
治
が
人
間
に
相
応
し
い
営
み
で
あ
る
た
め
に
は
、
政
治
は
平
等
な
人
々
が
自
由
に
語

り
合
う
活
動
の
様
式
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
活
動
の
政
治
の
最
良
の
歴
史
的

範
例
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
で
は
な
い

0

0

0

0

。

（
2
）
活
動
の
理
論
の
生
成
過
程
――
一
九
五
二
〜
五
三
年
の
『
思
索
日
記
』

『
人
間
の
条
件
』
第
五
章
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
展
開
す
る
議
論
を
精
査
す
る
前
に
、
そ
の
原
型
と
な
っ
た
省
察
が
記
さ
れ
て
い
る
五
二
年

一
二
月
か
ら
五
三
年
初
頭
の
未
公
刊
の
ノ
ー
ト
（『
思
索
日
記
』）
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
一
人
ひ
と
り
の
誕

生
こ
そ
活
動
の
「
始
ま
り
＝
原
理
（arche -, principium

）」
で
あ
る
と
い
う
「
出
生
」
の
思
想
に
ア
ー
レ
ン
ト
が
到
達
し
た
の
は
同
年
五
月

で
あ
り
（D

T
: IX

﹇12

）
10
（

﹈）、
そ
れ
以
降
、
彼
女
は
「
始
ま
り
」
を
引
き
継
ぐ
「
実
践praxis

」
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
、
筆
者
が
「
ア
ル
ケ

イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
活
動
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、「
出
生
」
の
思
想
の
誕
生
前
後
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
問
題
意
識
を
確
認
し
よ
う
。archein

と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞
（
名
詞

arche -

）
は
「
始
め
る
」
と
い
う
意
味
と
「
支
配
す
る
」
と
い
う
意
味
を
併
せ
持
つ
が
、
西
洋
政
治
思
想
史
の
始
ま
り
に
お
い
て
、
政
治
を

「
支ア
ル
ケ
ー配
」
の
技テ
ク
ネ
ー術
と
位
置
づ
け
、
複
数
の
人
々
の
自
由
な
実
践
と
い
う
要
素
を
政
治
的
領
域
か
ら
放
逐
し
よ
う
と
し
た
の
が
プ
ラ
ト
ン
で
あ

る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
混
乱
と
堕
落
の
内
に
賢
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
民
衆
裁
判
で
死
に
追
い
や
っ
た
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
へ
の
絶
望
か
ら
、
真
正
な

政ポ

リ

ス
治
体
の
創
設
と
統
治
を
、
愚
か
な
多
数
者
に
で
は
な
く
、
真
正
な
知
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
識
に
基
づ
い
て
ポ
リ
ス
を
「
支ア

ル

コ

ー

ン

配
す
る
者
」
に
委
ね
よ
う
と
し

た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
政
治
と
は
「
支
配
＝
制
作
」
の
技
術
で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
な
政
治
観
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
複
数
の
人
々
が
「
協
力
し
て
行
為
す
るA

ct in concert

」
実
践
と
し
て
政
治
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
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23 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

（D
T

: IX

﹇10

﹈, S.206f

）。
ア
ー
レ
ン
ト
が
着
目
す
る
の
は
、
複
数
の
人
々
が
共
存
し
て
い
る
人
間
の
世
界
で
は
、
何
か
を
始
め
る
と
い
う

誰
か
の
行
為
は
、
他
の
誰
か
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
さ
れ
る
（prattein

）
と
い
う
構
造
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
実

践
の
過
程
に
身
を
置
く
人
々
は
必
ず
や
自
他
の
行
為
か
ら
影
響
を
「
被
るpathein

」
と
い
う
様
相
で
あ
る
。

基
本
的
な
行
為
の
、
い
わ
ば
生
き
て
い
る
存
在
者
が
行
為
す
る

0

0

0

0

様
式
の
、
政
治
的
な
特
徴
。

pathein,  

す
な
わ
ち
被
る
こ
と
。
抜
き
ん
出
た〝
関
係
〞 。
愛
、
優
れ
た
出
来
事
の
指
標
。
等
し
い
も
の
と
等
し
く
な
い
も
の
。

prattein,  

す
な
わ
ち
活
動
す
る
こ
と
。
友
情
、
出
来
事
は
決
し
て
完
結
す
る
こ
と
な
く
、
両
義
的
な
も
の
に
留
ま
る
。

poiein,  

す
な
わ
ち
行
動
し
、
制
作
す
る
こ
と
。
孤
独
、
為
さ
れ
た
こ
と
は
造
ら
れ
た
も
の
の
中
に
残
る
。
物
の
世
界
、
制
作

ス
ル
人H

om
o faber

。
物
が
残
る

0

0

。
ergazesthai,  

す
な
わ
ち
労
働
す
る
こ
と
。
分
業
と
し
て
の
連
帯
、
人
類
の
連
帯
。
労
働
は
万
人
に
最
も
共
通
な
運
命
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
生
殖
と
か
か
わ
り
、
持
続

0

0

の
た
め
に
造
ら
れ
る
物
と
は
異
な
り
、
た
だ
ち
に
消
費
さ
れ
る
こ
と
が
労
働
の
産
物
の
特

徴
。

（D
T

: X
II

﹇26

﹈, S.289f

）

「
制
作
」
と
「
労
働
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
ポ
イ
エ
イ
ン
」
と
「
エ
ル
ガ
ゼ
ス
タ
イ
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
の
動
詞
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
（see also, H

C
: sec.11, p.80

）、「
活
動
」
に
は
「
パ
テ
イ
ン
」
と
「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
動
詞
が
当
て
ら
れ
て
い

る
――
こ
れ
が
、
活
動
の
体
験
に
お
い
て
「
行
う
者doer

」
は
常
に
「
受
難
者sufferer

」
で
あ
る
と
い
う
『
人
間
の
条
件
』
の
洞
察
に
引

き
継
が
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（H

C
: sec.26, p.190

）。
こ
の
件
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
「
市ポ

リ

テ

ウ

ェ

民
と
し
て
生
き

るイ

ン
こ
と
＝
裁
判

0

0

と
統
治
に
参
加
す
る
こ
と
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
概
念
で
あ
る
が
（X

II

﹇29

﹈; see also X
III

﹇9

﹈, S.301; 
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cf.

『
政
治
学
』1275a23; 1278a6, 36

）、
彼
女
の
関
心
は
そ
の
時
間
的
な
様
相
に
存
す
る
――
「
過
去

0

0

は
熟
考
す
る
こ
とSinnen

（
追
想
す

る
こ
とA

n-D
enken

）
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
現
在

0

0

は
被
る
こ
とE

rleiden

（
受
難
す
る
こ
とpathein

）
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
未
来

0

0

は
活

動
す
る
こ
とH

andeln

に
よ
っ
て
、
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（D

T
: X

II

﹇31

﹈, S.292

）。
人
間
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
過
去
の
出
来
事
を
捉

え
直
し
、
現
在
に
あ
っ
て
自
己
お
よ
び
他
者
の
行
為
の
影
響
を
被
り
な
が
ら
、
未
来
に
向
け
て
活
動
し
、
何
ご
と
か
を
成プ

ラ

ッ

テ

イ

ン

し
遂
げ
よ
う
と
す

る
。
複
数
の
人
々
が
言
葉
と
行
為
に
よ
っ
て
共
存
す
る
政
治
の
在
り
方
は
、
か
か
る
視
座
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
政
治
は

0

0

0

ま
さ
に
平
均
的
な

0

0

0

0

0

0

0

〔
平
凡
な
〕
も
の

0

0D
urchschnittlichen

に
か
か
わ
り

0

0

0

0

0

、
そ
れ
ゆ
え
当
然
に
、
共
和
政
に
親
和
的

0

0

0

0

0

0

0

な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

尺
度
は
、
活
動
の
指
標
と
し
て
の
優gut

―
劣schlecht

で
あ
る
。
偉
大
さ

0

0

0G
rösse

は
決
し
て
尺
度
に
は
な
り
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
け
だ
し
偉
大
さ

と
は
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（X

III

﹇3

﹈, S.297

――
傍
点
、
森
川
）。
換
言
す
れ
ば
、
活
動
が
現
在

と
い
う
瞬
間
に
お
け
る
行
為
の
成エ
ル
ゴ
ン果

に
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
受パ
テ
イ
ン難

と
引
き
換
え
に
偉
大
さ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
活
動
す
る
者
の
目

的
と
な
ろ
う
――
死
と
い
う
受
難
と
引
き
換
え
に
「
死
後
の
名
声
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
英
傑
ア
キ
レ
ウ
ス
の
よ
う
に
（H

C
: 

sec.27,  

本
稿（
5
）で
論
じ
ら
れ
る
）
11
（

）。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
「
記
念
碑
的
歴
史
観
」
は
、
平
凡
な

0

0

0

人
々
が
日
常
的
な

0

0

0

0

生
に
お
い
て
体
験
す

る
実
践
的
共
同
行
為
の
様
式

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
現
在
に
お
け
る
行
為
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
受
難
と
は
、

未
来
に
向
け
て
為
さ
れ
る
「
成プ
ラ
ッ
テ
イ
ン

し
遂
げ
る
＝
活ハ
ン
デ
ル
ン

動
す
る
」
と
い
う
実
践
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
新
た
に
捉
え
直
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
政
治
」
と
は
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
明
ら
か
に
し
て
い
た
よ
う
に
、
倫
理
と
の
関
係
が
非
常
に
深
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
実

際
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

。
重
要
な
の
は
、
善
で
あ
る

0

0

か
―
悪
で
あ
る

0

0

かG
ut-oder-böse-Sein

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
人
々
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
た
世
界
の
変
化Veränderung

な
の
で
あ
る
」（D

T
: S.297

――
傍
点
一
部
、
森
川
）。
実
践
的
な
生
の
営
み
に
お
い
て
は
、
或

る
者
が
過
去
に
為
し
た
事
績
を
神
話
的
な
――
つ
ま
り
後
の
世
の
人
々
に
よ
る
解
釈
を
拒
絶
す
る
よ
う
な
――
偉
大
さ
に
よ
っ
て
表
象
し
て

は
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
者
が
本
性
的
に
――
つ
ま
り
行
為
と
切
り
離
さ
れ
た
性
格
と
い
う
意
味
で
――
善（
人
）で
あ
る
か
悪（
人
）で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
そ
の
者
が
何
を
「
為
し
た
の
か
・
為
し
て
い
る
の
か
・
為
し
得
る
の
か
」
と
い
う
こ
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25 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

と
で
あ
り
、
彼
（
女
）
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
判
定
し
、
ど
の
よ
う
に
引
き
受
け
、
ど
の
よ
う
に
世
界
を
続
け
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
）
12
（

。

現
在
に
お
け
る
受パ
テ
イ
ン難

を
未
来
へ
と
向
か
う
実プ
ラ
ク
シ
ス践

と
し
て
引
き
受
け
る
行
為
の
様
式
は
、
例
え
ば
イ
エ
ス
が
行
っ
た
「
赦
し
」
に
見
出

さ
れ
る
）
13
（

。「
赦
し
」
な
い
し
「
和
解
」
は
、「
何
一
つ
取
り
戻
す
こ
と
は
な
く
、
既
に
始
め
ら
れ
た
行
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〔
の
道
筋H

andlung

〕
を
前
へ

0

0

0

と
進
め
る
の
で
あ
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
既
に
始
め
ら
れ
た
行
為
の
内
に
は
な
か
っ
た
方
向
へ
と
進
め
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
の
様
式
の
偉
大
さ

0

0

0

G
rösse

は
、
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
が
自
動
的
に
進
展
し
て
し
ま
う
こ
と
を
中
断
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
、

本
来
的
に
自
発
的
な

0

0

0

0

応
―

答die eigentliche spontane R
e-aktion

で
あ
る
。
こ
こ
に
創
造
性
が
存
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
行
為
は
、
既0

に
始
ま
っ
て
お
り

0

0

0

0

0

0

0

、
実
行
さ
れ
て
い
る
行
為
の
筋
道
の
内
部

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
、
新
た
な
始
ま
り
を
挿
入
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」（X

III

﹇30

﹈, S.312

――
傍
点
、

一
部
森
川
）。
他
者
を
赦
す
と
い
う
活
動
の
「
偉
大
さ
」
は
、
ペ
リ
ク
レ
ス
が
ポ
リ
ス
の
目
的
と
看
做
し
た
よ
う
な
不
滅
の
記
念
碑
を
打
ち

立
て
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
偉
大
さ
」
で
は
な
い
。
赦
し
が
開
示
す
る
活
動
の
偉
大
さ
と
は
、
世
界
を
劣
っ
た
方
向
へ
と
変
化
さ
せ
て

し
ま
っ
た
過
去
の
行
為
を
「
取
り
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
」
事
実
と
し
て
承
認
し
た
上
で
、
な
お
人
々
の
相
互
関
係
を
新
た
に
始
め
直
す
と

い
う
点
に
存
す
る
。
過
て
る
行
為
を
犯
し
た
者
は
、
本
性
的
に
悪
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
過
ち
を
為
す
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
彼（
女
）は
、
劣
っ
た
行
為
を
犯
し
た
そ
の
と
き
に
、
別
の
優
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
他
者
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
の

に
し
な
か
っ
た
）。
既
に
始
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
行
為
の
内
に
は
、
常
に
、
別
の
仕
方
で
別
の
方
向
へ
と
世
界
を
変
化
さ
せ
る
行
為
の
可
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

性0

が
孕
ま
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
の
失
わ
れ
た
可
能
性
を
現
在
に
お
い
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
彼（
女
）と
我
々
は
、
善エ
ウ
・
ゼ
ー
ン

く
生
き
る
た
め
の

自
ら
の
能デ
ュ
ナ
ミ
ス力

を
新
た
な
仕
方
で
実エ
ネ
ル
ゲ
イ
ン

現
す
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
合
い
、
互
い
の
関
係
性
を
新
た
に
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
――

こ
れ
が
赦
し
の
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
過
去
に
お
い
て
自
他
に
受パ
テ
イ
ン難
を
与
え
た
行
為
を
、
新
た
に
解
釈
し
直
し
て

異
な
る
方
向
へ
と
引プ
ラ
ッ
テ
イ
ン

き
継
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
へ
と
向
か
う
自
他
の
関
係
を
新
た
に
始ア
ル
ケ
イ
ン

め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

過
去
の
行
為
の
帰
結
に
対
す
る
「
自
発
的
な
応
答
」
に
よ
っ
て
、
世
界
を
繰
り
返
し
新
た
に
始
め
直
し
な
が
ら
、
世
界
を
継
続
さ
せ
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て
ゆ
く
――
こ
れ
が
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
活
動
の
基
本
的
な
構
造
で
あ
る
。
始ア
ル
ケ
イ
ン

め
る
こ
と
と

引プ

ラ

テ

イ

ン

き
継
ぐ
（
成
し
遂
げ
る
）
こ
と
と
は
、
現
実
の
体
験
の
中
で
は
結
び
合
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、
そ
れ
が
自
発
的
な
応
答
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
始
め
る
」
要
素
を
含
み
、
同
時
に
そ
れ
が
自
発
的
な
応
答

0

0

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
引
き
継
ぐ
」
要
素
を
含
ん
で
い
る
か

ら
で
あ
る
。「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。「
○
○
を
し
よ
う
」
と
い
う
誰
か
の
呼
び
か
け
――
例
え
ば
「
ト
ロ
イ
ア

を
討
伐
す
べ
し
」
と
か
、「
明
日
デ
ー
ト
し
よ
う
よ
」
と
か
――
に
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
者
は
、
同
意
し
て
加
わ
る
こ
と
が
、
ま
た
は
拒
絶

し
て
加
わ
ら
ず
に
い
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
別
の
提
案
を
行
っ
て
行
為
の
流
れ
を
別
の
方
向
へ
と
向
け
る
こ
と
が
、
で
き
る
。
こ
う
し
て

開
始
さ
れ
る
活
動
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
こ
れ
に
新
た
な
人
々
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
な
る
変
化
の
可
能
性
を
孕
み
な
が
ら
持
続
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
複
数
の
人
々
は
互
い
に
言
葉
と
行
為
で
交
わ
り
合
い
、
互
い
の
「
間
に
―

あ
る
も
の

inter-est 

＝
公
的
に
〔
公
然
と öffentlich
〕
我
々
に
と
っ
て
共
通
で
あ
る
も
の
＝
政
治
的
な
も
の
の
空
間
、
等
々
」
を
持
続
さ
せ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
（D

T
: X

IV

﹇9

﹈, S.327

）。
こ
の
よ
う
に
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
に
よ
っ
て
行ウ
ィ
ー
タ
・
ア
ク
テ
ィ
ウ
ァ

為
の
生
活
を
捉
え
直
し
、
か

つ
そ
こ
か
ら
政
治
と
い
う
営
み
を
捉
え
直
す
こ
と
は
、
西
洋
政
治
思
想
史
の
伝
統
を
そ
の
始
原
に
立
ち
戻
っ
て
捉
え
直
す
こ
と
を
意
味
す

る
。
け
だ
し
そ
の
伝
統
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
る
と
こ
ろ
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と
「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
の
切
断
に
よ
っ
て

始
ま
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
ア
ル
ケ
イ
ン
、
す
な
わ
ち
何
か
が
始
ま
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
活ハ

ン

デ

ル

ン

動
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
政
治
的
に
は
、
二
通
り
の
仕
方
で
経

験
さ
れ
る
。
1
．
最
初
の
者
、
指
導
す
る
者
で
あ
る
こ
と
（
先
頭
に
立
つ
こ
と
）。
2
．
政
治
的
な
活
動
が
単
な
る
支
配
も
し
く
は
服
従
に

お
い
て
の
み
経
験
さ
れ
得
る
よ
う
な
、
二
分
さ
れ
た
関
係
に
お
け
る
支
配
」。
第
一
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と

は
何
か
を
始
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
引プ

ラ

ッ

テ

イ

ン

き
継
い
で
成
し
遂
げ
る
他
の
人
々
を
必
要
と
す
る
。「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
は
語
源
的
に
は
、
貫
き

通
す
、
走
り
抜
け
る
、
完
成
す
る
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
り
、「
出
来
事pra -gm

a

、
す
な
わ
ち
行
為
に

よ
っ
て
（
完
成
さ
れ
、
成
就
さ
れ
た
）
事
柄
と
な
る
事
実
」
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
始ア

ル

ケ

イ

ン

め
る
こ
と
と
結
び
合
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
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27 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

二
の
意
味
で
、
す
な
わ
ち
支
配
と
服
従
と
い
う
視
座
か
ら
見
る
と
き
、「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と
は
「
支
配
す
る
こ
と
」
と
把
握
さ
れ
、
政
治
は

「
創ア

ル

コ

ー

ン

設
者
＝
支
配
者
」
に
よ
る
支
配
の
技
術
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、「
活
動
は
始
ま
り
〔
始
め
る
こ
とA

nfangen

〕

か
ら
完
全
に
追
い
払
わ
れ
て
お
り
、
政
治
的
に
は
せ
い
ぜ
い
、
支
配
す
る
と
い
う
行
為
〔H

errschen

＝archein

〕
か
、
仕
上
が
っ
て
い

る
―
事
柄
を
―
造
り
出
す
こ
とdas Vollendete-Tatsachen-Schaffen

（prattein

）
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
」（X

IV

﹇10

﹈, S.327

）。

プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
お
い
て
は
、「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
は
創ア

ル

コ

ー

ン

設
者
＝
支
配
者
た
る
哲
人
王
に
独
占
さ
れ
て
し
ま
い
、
彼
が
設
計
し
た
国
家

を
彼
が
設
計
し
た
と
お
り
に
制ポ

イ

エ

イ

ン

作
す
る
こ
と
だ
け
が
、
残
余
の
人
々
に
許
さ
れ
る
行
為
と
な
る
。
も
は
や
「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
は
自
由
な

活
動
で
は
な
く
、
所
与
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
、「
制
作
」
と
「
支
配
」
を
政
治
的
行
為
の
核
心
と
看

做
す
伝
統
的
な
政
治
哲
学
が
創
始
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
洞
察
は
、『
条
件
』
第
二
六
節
の
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」

を
論
じ
た
件
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
――
「
始
め
て
導
く
者
は
助
け
を
求
め
て
他
者
に
依
存
し
、
彼
に
続
く
者
た
ちfollow

ers

は
自
分
た
ち

が
活
動
す
る
機
会
を
求
め
て
始
め
て
導
く
者
に
依
存
す
る
、
と
い
う
活
動
に
お
け
る
本
来
的
な
相
互
依
存
」
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
降
、「
二
つ

の
互
い
に
異
な
る
機
能
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
命
令
を
与
え
る
と
い
う
機
能
と
、
命
令
を
実
行
す
る
と
い
う
機
能
と
に
。
前

者
は
支
配
者
の
特
権
と
な
り
、
後
者
は
臣
民
た
ち
の
義
務
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」（H

C
: p.189

）。

か
く
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
人
国
家
論
に
抗
し
て
、「
生bios

と
は
実
践praxis

で
あ
り
、
制
作 poie -sis

で
は
な
い
」
と
い

う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
洞
察
を
引
き
継
ぐ
わ
け
で
あ
る
が
（『
政
治
学
』1254a7; D

T
: X

IV

﹇5

﹈, S.324, see, H
C

: sec.13, p.97

）、
そ
れ

が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
単
な
る
反
復
で
は
な
く
、
批
判
的
な
捉
え
直
し
で
あ
る
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
「
実
践
」
に
独
自
の
意
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
プ
ラ
ト
ン
に
倣
っ
て
「
観
照
」
を
「
人
間
の
最
高
の
能
力
」
と
看
做
し
て
お
り
、
政
治
的

な
実
践
を
「
観
照
」
に
従
属
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
（H

C
: p.27

）。
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
批

判
は
、
根
本
的
に
は
、
彼
ら
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
静
止
」
の
相
に
お
い
て
捉
え
る
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
「
魂

psyche -

」
を
「
自
分
で
自
分
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
動te -n dunam

ene -n aute -n haute -n kinein kine -sin

」
と
定
義
し
（『
法
律
』896a

）、
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「
不ア

タ

ナ

ト

ン

死
な
る
も
の
」
と
し
て
、
つ
ま
り
自
ら
は
変
化
す
る
こ
と
な
く
他
の
も
の
を
動
か
す
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
す
べ
て
の
物
体
を

支ア
ル
ケ
イ
ン

配
す
る
」
も
の
と
位
置
づ
け
る
（967d

）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
こ
れ
に
相
当
す
る
の
は
、
宇
宙
の
円
運
動
の
中
心
に
位
置
す
る

「
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
動
か
す ou kinoum

enon kinei 

も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
「
永
遠
的
な
も
の
、
実
体
、
現エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア

実
態
」
で
あ
る

と
い
う
（『
形
而
上
学
』1072b

）。
い
ず
れ
も
、
動
か
ざ
る
も
の
が
動
く
も
の
に
優
位
し
、
変
化
せ
ざ
る
も
の
が
変
化
す
る
も
の
を
支
配
す

る
と
い
う
論
理
に
貫
か
れ
て
お
り
、
人
間
の
生
が
「
変
化
」
と
「
運
動
」
を
本
質
と
す
る
時
間
的
な
過
程
で
あ
る
こ
と
を
否
定
的
に
評
価

す
る
の
で
あ
る
（D

T
: X

IV

﹇4

﹈, S.323

）。
し
か
し
な
が
ら
ア
ー
レ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、
人
間
は
「
始
ま
りinitium

」
と
し
て
世
界
に

現
れ
、
死
に
去
る
ま
で
の
時
を
動
き
続
け
る
存
在
者
で
あ
り
、
複
数
の
人
々
す
な
わ
ち
「
諸
々
の
魂souls

」
が
織
り
成
す
変
化
と
運
動
が

世
界
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
（H

C
: p.177f.

）。
魂
は
不
死
で
は
な
く
、
可
滅
的
な
も
の
で
あ
り
、「
魂
は
運
動
の
原
理
を
孕
むen psyche - he - 

ekei kine -seo -s arche -n

」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
洞
察
は
（『
形
而
上
学
』1046b

）、
現
実
態
で
は
な
く
可デ
ュ
ナ
ミ
ス

能
態
の
方
か
ら
、
す
な
わ

ち
目
的
を
達
成
し
た
静
止
の
状
態
か
ら
で
は
な
く
、
新
た
な
何
か
を
為
し
得
る
と
い
う
能
力
の
視
座
か
ら
捉
え
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
――

す
な
わ
ち
、
活
動
の
能
力
と
し
て
。
活
動
と
は
、
人
間
の
「
行
為
の
生
活
」
の
中
で
、
始ア
ル
ケ
イ
ン

め
る
と
い
う
要
素
を
持
た
な
い
「
労
働
」
と
も
、

始ア

ル

ケ

イ

ン

め
る
＝
支
配
す
る
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
「
制
作
」
と
も
異
な
り
、
誰
か
が
始
め
・
他
の
者
が
加
わ
る
と
い
う
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ

イ
ン
構
造
」
を
特
質
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
複
数
の
人
々
の
間
で
進
行
す
る
人
間
特
有
の
生
（bios

）
の
様
式
な
の
で
あ
る
。

（
3
）「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」
の
現
象
学
的
解
明
――
『
人
間
の
条
件
』
第
二
四
、
二
五
節

前
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
ア
ル
ケ
ー
」
を
め
ぐ
る
プ
ラ
ト
ン
政
治
哲
学
と
の
対
決
と
、「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」

と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
践
概
念
の
批
判
的
解
釈
を
経
て
、
政
治
的

0

0

0

活
動
を
複
数
の
人
々
の
間
で
進
行
す
る
自
発
的
な
応
答
の
過
程
と
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29 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

し
て
捉
え
る
に
至
っ
た
。
こ
の
着
想
は
、「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」
の
解
明
を
主
題
と
す
る
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
は
、
活
動
一

0

0

0

般0

の
理
論
的
解
明
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
、
活
動
は
政
治
的
活
動
を
含
む
が
、
活
動
が
す
べ
て

政
治
的
活
動
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
し
て
古
代
ア
テ
ナ
イ
人
の
政
治
行
為
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
断
じ
て
な
い
。
こ
の
点
に
留
意
す

る
こ
と
が
、
同
書
第
五
章
「
活
動
」
の
冒
頭
に
位
置
す
る
二
つ
の
節
を
正
し
く
読
み
解
く
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ

の
点
を
見
誤
る
と
、「
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
＝
ア
テ
ナ
イ
の
英
雄
主
義
的
政
治
行
為
」
と
い
う
先
入
見
か
ら
第
二
四
・
二
五
節
で
ア
ー
レ
ン

ト
が
論
じ
る
「
自
己
開
示
」
や
「
勇
気
」
を
曲
解
し
、
そ
の
非
合
理
さ
や
危
険
性
を
云
々
す
る
と
い
う
従
来
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
と
同
様
の

誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
何
度
で
も
繰
り
返
す
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
活
動
と
い
う
人
間
行
為
の
一
般
的
な
様
式
を
論
じ
て
い
る

の
で
あ
り
、
特
定
の
時
代
・
地
域
の
特
殊
な
政
治
体
験
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
女
の
理
論
的
企
図
を
正
し
く
捉
え
る
た
め

に
は
、
他
者
と
直
接
相
対
し
て
語
り
合
う
と
い
う
日
常
的
な
体
験
――
日
々
「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」
――
を
例
に
取
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。

冒
頭
の
第
二
四
節
「
語
り
合
い
と
活
動
に
お
け
る
行
為
者
の
開
示
」
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
活
動
の
基
本
的
な
特
徴
を
、
そ
の
根
本

的
な
条
件
で
あ
る
人
々
の
複
数
性plurality

か
ら
照
ら
し
出
す
――
「
活
動
と
語
り
合
い
の
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
人
間
の
複
数
性
は
、
等

し
い
こ
と
（
平
等equality

）
と
異
な
る
こ
と
（
差
異distinction

）
と
い
う
二
重
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
」（H

C
: p.175

）。
人
々
は
人
間

と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
、
し
か
し
個
人
と
し
て
は
唯ユ

ニ

ー

ク

な

一
固
有
の
人
格
と
し
て
互
い
に
現
れ
て
い
る
。
各
人
は
誕
生
と
い
う
出
来
事
を
つ
う

じ
て
世
界
に
現
れ
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
生
の
過
程
を
人
々
の
間
で
始
め
る
存
在
者
で
あ
り
、
こ
う
し
た
時
間
的
な
原
理
を
簡
潔
に
表
現
し

て
い
る
の
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
主
著
『
神
の
国
』
の
「
始
ま
りinitium
」
の
一
節
な
の
で
あ
る
が
（p.176f

）、「
第
二
の
誕
生
」
た

る
活
動
に
お
い
て
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
行
為
を
始
め
る
と
い
う
運
動
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
他
者
に
示
す
と
い

う
「
語
り
合
いspeech

」
の
要
素
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
――
「
語
り
合
い
は
、
差
異
と
い
う
事
実
に
対
応
し
て
お
り
、
複
数
性
と
い

う
人
間
の
条
件
、
す
な
わ
ち
等
し
き
も
の
の
間
に
あ
っ
て
唯
一
異
な
る
存
在
と
し
て
生
き
る
と
い
う
条
件
の
現
実
化
で
あ
る
」（p.178

）。
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言ゾ

ー

ン

・

ロ

ゴ

ン

・

エ

コ

ン

葉
を
も
っ
て
生
き
る
も
の
と
し
て
、
活
動
す
る
者
は
常
に
「
言
葉
の
話
し
手
」
で
あ
り
、「
彼
が
始
め
る
活
動
は
言
葉
に
よ
っ
て
人
間

的
な
仕
方
で
開
示
さ
れ
るhum

anly disclosed

」
の
で
あ
る
（p.179

）。
こ
こ
で
、
節
の
表
題
に
あ
る
、
活
動
に
お
け
る
自
己
の
「
開
示

disclosure
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
浮
上
し
て
く
る
――
「
活
動
し
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
自
ら
が
誰
で
あ
る
か
を
示
し
、
自
ら
の

ユ
ニ
ー
ク
な
人
格
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
能
動
的
に
暴
露
しreveal actively their unique personal identities

、
人
間
の
世
界
に
現
れ

る
」（ibid

）。
こ
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
暴
露
す
る
」
と
い
う
語
り
口
が
、
本
来
的
な
自
己
を
（
美
的
に
）
表
現
す
る
こ
と
が
ア
ー
レ

ン
ト
の
活
動
概
念
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
M
・
ジ
ェ
イ
以
来
の
実
存
主
義
的
解
釈
を
触
発
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は

「
活
動
と
は
自
己
表
現
で
あ
る
」
だ
の
「
政
治
活
動
の
目
的
は
自
己
表
現
で
あ
る
」
だ
の
と
い
っ
た
主
張
を
一
切
し
て
い
な
い
。「
自
分
が
自

分
で
あ
る
こ
とidentity

」
が
「
暴
露
」
さ
れ
る
と
い
う
表
現
を
用
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
示
そ
う
と
す
る
の
は
、
他
者
と
共
に
行
為
し
語
り

合
う
体
験
の
渦
中
に
お
い
て
は
誰
も
が
他
者
に
よ
っ
て
「
見
ら
れ
、
聴
か
れ
」
て
し
ま
う
自
分
の
姿
（
現
れ
）
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
過

ぎ
な
い
。「
そ
の
者
が〝
何 w

hat

〞で
あ
る
か
――
そ
の
者
が
示
し
た
り
隠
し
た
り
で
き
る
自
己
の
特
質
、
天
分
、
才
能
、
欠
陥
――
の
場

合
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
者
が〝
誰 w
ho

〞で
あ
る
か
の
開
示
は
、
そ
の
者
が
言
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
こ
と
の
す
べ
て
に
内
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
」（ibid.

――
傍
点
、
森
川
）。
あ
な
た
と
私
が
語
り
合
っ
て
い
る
と
き
に
私
は
、
私
が
「
何
」
で
あ
る
か
――
「
私
は
大
学
教
員

で
あ
る
」
と
か
「
私
は
埼
玉
県
出
身
で
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
――
は
、
自
分
の
意
志
で
示
す
こ
と
も
隠
す
こ
と
も
、
ま
た
偽
る
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
振
る
舞
い
や
発
言
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
な
た
と
い
う
他
者
に
「
見
ら
れ
、
聴
か
れ
」
て
い
る
か
、

さ
ら
に
そ
れ
を
つ
う
じ
て
私
が
ど
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
あ
な
た
に
判
断
さ
れ
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
私
の
自
由
に
は
な
ら
な
い
。
他
者
と
共
に
活

動
し
、
語
り
合
う
と
き
に
は
い
つ
で
も

0

0

0

0

、
自
己
は
自
己
自
身
を
他
者
の
評
価
に
曝
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
――
「
君
の
発
言
は
素
晴
ら
し

い
（
下
ら
な
い
）」「
君
と
は
こ
れ
か
ら
も
話
し
合
い
た
い
（
二
度
と
顔
を
合
わ
せ
た
く
な
い
）」
と
い
う
あ
な
た
の
判
断
を
、
私
は
甘
受
す

る
し
か
な
い
。「
自
己
―

開
示
」
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
視
座
か
ら
、
つ
ま
り
活
動
す
る
者
が
自
ら
を
開
き
示
す
と

い
う
方
向
か
ら
で
は
な
く
、
活
動
す
る
者
の
行
為
と
言
葉
を
見
て

0

0

、
聴
い
て

0

0

0

、
判
断
す
る
他
の
人
々
の
観
点
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
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31 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

あ
る
）
14
（

。
他
者
の
判
断
へ
の
依
存
と
い
う
活
動
の
要
素
は
、
続
く
第
二
五
節
「
諸
々
の
関
係
性
の
網
の
目
と
、
演
じ
ら
れ
る
物
語
た
ち
」
に
お

い
て
一
層
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

活
動
の
過
程
に
お
い
て
他
者
に
示
さ
れ
る
或
る
者
の
在
り
よ
う

0

0

0

0

は
、「
奇
妙
に
も
触
れ
て
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
のintangibility

」
で

あ
り
、「
そ
の
者
が
誰0w

ho

で
あ
る
か
を
述
べ
よ
う
と
す
る
途
端
、
我
々
の
言
葉
遣
い
そ
の
も
の
が
、
我
々
を
し
て
そ
の
者
が
何0w

hat

で
あ

る
か
を
述
べ
る
方
向
へ
と
迷
い
込
ま
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（sec.25, p.181

）。
例
え
ば
私
が
誰
か
の
素
晴
ら
し
い
弁
論
に
感
銘
を
受
け

た
と
し
て
も
、
私
は
そ
れ
を
「
昨
日
の
彼
女
の
発
言
は
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
」
な
り
「
彼
女
は
卓
越
し
た
ス
ピ
ー
カ
ー
だ
」
な
り
、
要

す
る
に
「
彼
女
は
ナ
ニ
ナ
ニ
で
あ
る
（
で
あ
っ
た
）」
と
い
う
具
合
に
し
か
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の

0

0

弁
論
を
行
っ
て
い
る
と
き

0

0

の
彼
女
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
彼
女
が
語
っ
て
い
る
最
中
に
居
合
わ
せ
、
そ
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
そ
の
言
葉
を
耳
に
し
て
い
る
間
に
、
私

（
お
よ
び
私
と
共
に
彼
女
の
弁
論
に
立
ち
会
っ
た
人
々
）
に
対
し
て
現
れ
た
何
か

0

0

と
言
う
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
何
か

0

0

は
、
そ
の
何0

か
が
現
れ
て
い
る
出
来
事
の
中
で
の
み
体
験
さ
れ
る
何
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
し
か
あ
り
得
な
い
――
も
ど
か
し
い
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
ほ
か
に
言
い
よ
う

が
な
い
（
我
々
は
こ
こ
で
言
語
の
限
界
に
接
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）。
そ
の
何
か
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
差
し
当
た
り
「
そ
の
人
の
活
き

活
き
と
し
た
本
質the living essence of the person
」（
活
き
活
き
と
し
た
人
と
な
りdas lebendige W

esen der Person

）
と
呼
ぶ
が
、

こ
れ
は
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
べ
く
伝
統
的
な
哲
学
が
定
義
し
て
き
た
人
間
の
本
性
や
本
質
な
る
も
の
と
は
何
の
関
係

も
な
い
（ibid; VA

: S.172

）。
活
動
す
る
者
の
行
為
と
言
葉
の
活
き
活
き
と
し
た
現
れ
は
、
活
き
活
き
と
し
た
活
動
の
過
程
に
お
い
て
の
み

体
験
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
）
15
（

。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
活
動
の
様
式
で
他
者
と
何
か
を
行
う
か
ぎ
り
、
誰
も
が
自
己
の
活
き
活
き
と

し
た
姿
を
他
者
の
前
に
晒
し
、
他
者
に
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
――
「
活
動
と
語
り
合
い
」
は
、「
た
と
え
そ
の
内
容
が
も
っ
ぱ

ら〝
客
観
的
〞な
も
の
で
、
人
々
が
そ
の
中
を
動
く
物
の
世
界
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る
場
合
で
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
行
為
者
を
暴
露
す
る
と
い
う
能
力

を
保
持
し
て
い
る
」（H

C
: p.182

――
傍
点
森
川
、
次
も
同
じ
）。「
人
々
は
、
た
と
え
彼
ら
が
完
全
に
世
界
内
の
物
質
的
な
目
標
に
到
達
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
と
専
念
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
も

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
主
体
と
し
て
の
自
己
、
他
人
と
異
な
る
唯
一
の
人
格
と
し
て
の
自
己
を
開
示
し
て
し
ま
う
こ
と
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ky5011アーレントcB.indd   31 11.7.25   2:06:32 PM



32

避
け
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

」
の
で
あ
る
（p.183

）。
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
は
自
己
の
開
示
を
目
的
と
す
る
美
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
物
質
的
な

財
の
配
分
な
ど
の
社
会
経
済
的
な
問
題
を
排
除
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
）
16
（

。
人
々
が
何
か
共
通
の
事
柄
（
間
に
あ
る
も

のinter-est
と
し
て
の
関
心
）
に
つ
い
て
自
由
に
語
り
合
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
話
題
が
何
で
あ
れ
――
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
有
罪
か
否

か
」
で
あ
れ
「
橋
を
ど
こ
に
架
け
る
べ
き
か
」
で
あ
れ
「
今
日
の
晩
御
飯
の
オ
カ
ズ
は
何
が
よ
い
か
」
で
あ
れ
――
い
つ
で
も
自
己
開
示
が

起
こ
っ
て
し
ま
う
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

厳
密
に
言
え
ば
、
人
間
的
な
事
柄
の
領
域
と
は
、
人
々
が
共
に
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
存
在
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

諸
々

の
人
間
関
係
の
網
の
目the w

eb of hum
an relationships

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
語
り
合
い
に
よ
る
「
誰w

ho

」
の
開
示

と
活
動
に
よ
る
新
し
い
始
ま
り
の
開
始
は
、
い
つ
で
も
、
既
に
存
在
し
て
い
る
網
の
目
の
中
に
落
と
し
込
ま
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0fall into an 

already existing w
eb

の
で
あ
り
、
語
り
合
い
と
活
動
の
直
接
的
な
帰
結
が
知
覚
さ
れ
得
る
の
も
こ
の
網
の
目
に
お
い
て
で
あ

る
（p.184

――
傍
点
森
川
）。

三
つ
の
点
に
留
意
し
よ
う
。
第
一
に
、
人
と
人
が
活
動
し
、
語
り
合
う
体
験
は
、
人
々
が
複
数
で
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ら
――
狭
義

の
政
治
的
領
域
に
限
ら
ず
――
い
つ
で
も

0

0

0

0

、
ど
こ
で
も

0

0

0

0

起
こ
り
得
る
（
活
動
の
条
件
は
人
間
の
複
数
性
で
あ
る
）。
第
二
に
、
活
動
の
時
間

的
様
式
の
特
質
は
、
新
た
な
言
葉
と
行
為
が
、
既
に
存
在
し
て
い
る
人
々
が
織
り
成
す
諸
関
係
の
網
の
目
の
中
に
、
い
わ
ば
彼
ら
よ
り
遅0

れ
て
到
来
す
る

0

0

0

0

0

0

点
に
存
す
る
――
誕
生
に
お
い
て
新
た
な
人
間
が
既
に
生
き
て
い
る
人
々
の
間
に
到
来
し
て
く
る
よ
う
に
（
出
生
と
い
う

始
ま
り
が
活
動
の
原
理
で
あ
る
）。
第
三
に
、
活ア

ク

タ

ー

動
す
る
者
は
誰
で
も
、
自
ら
の
行
為
と
言
葉
を
他
の
人
々
に
見
ら
れ
、
聴
か
れ
て
し
ま
う

――
俳ア
ク
タ
ー優
が
自
ら
の
演
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
技
の
評
価
を
観
客
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
（
活
動
の
過
程
に
お
い
て
は
自
己
開
示
が
不
可
避
的
に

生
じ
て
し
ま
う
）。
政
治
を
活
動
の
様
式
で
理
解
す
る
場
合
に
、
行
為
（dran

＝to act
）
の
「
反
復
、
模
倣m

im
e -sis

」
を
行
う
「
演
劇
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33 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

dram
a

」
が
最
も
政
治
に
近
し
い
芸
術
の
形
式
で
あ
る
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
述
べ
る
の
も
、
こ
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（p.187f; 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』1448a2

）
17
（8

）。

と
は
い
え
、
舞
台
の
上
で
演
技
す
る
役
者
の
場
合
と
は
異
な
り
、
現
実
の
人
間
世
界
の
中
で
進
行
す
る
活
動
の
過
程
に
お
い
て
、
活
動
者

た
ち
は
自
ら
の
行パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

為
の
遂
行
を
規
定
す
る
脚
本
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
間
断
な
く
到
来
す
る
新
た
な
言
葉
と
行
為
が
織
り
成
す
変
化
の

過
程
は
、
予
測
さ
れ
ざ
る
偶
然
的
な
変
化
の
可
能
性
に
開
か
れ
た
ま
ま
持
続
し
て
ゆ
く
。「
活
動
（
実
践praxis

）
の
産
物
」
た
る
「
人
間

的
な
事
柄hum

an affairs
（ta to -n anthro -po -n pragm

ata

）」
に
は
、
そ
の
過
程
を
造
り
出
し
、
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
作
者
は

存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
プ
ラ
ト
ン
が
人
間
の
世
界
を
統
御
す
る
支ア
ル
コ
ー
ン

配
者
を
希
求
し
た
所
以
が
あ
る
が
（p.185

）、
右
の
よ
う
な
活
動
の
原
理

に
照
ら
せ
ば
、
活
動
す
る
者
に
必
要
な
態
度
は
、
自
他
の
間
で
動
き
続
け
る
網
の
目
の
変
容
を
統
御
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
網
の
目
の
中
で

他
者
の
行
為
に
自
己
が
影
響
を
被
り
、
自
己
の
行
為
が
他
者
に
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
受
け
容
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
――
こ
れ

を
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
勇
気courage

」
と
呼
ぶ
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
勇
気
」
の
範
例
と
し
て
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
描
く
英ヒ
ー
ロ
ー雄
を
取
り
上
げ
る
の
は

（p.186; see also, B
PF: p.156, 248

）、
偉
大
な
名
声
を
得
る
べ
く
命
を
賭
し
た
ア
キ
レ
ウ
ス
に
倣
っ
て
、
活
動
す
る
者
は
み
な
日
常
的
な

生
を
犠
牲
に
し
て
非
日
常
的
な
体
験
へ
と
身
を
投
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
な
ど
と
い
う
馬
鹿
げ
た
主
張
を
す
る
た
め
で
は
な
い
。
英
雄
ア
キ
レ
ウ

ス
は
彼
の
流
儀
で
「
勇
気
」
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、「
自
己
を
世
界
へ
と
挿
入
し
て
自
ら
の
物
語
を
始
め
る
」
者
が
皆
、
常
に
そ
の
よ

う
な
「
英
雄
的
な
性
格
」
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
（H

C
: p.186f

）。
例
え
ば
異
国
で
開
催
さ
れ
た
学
会
に
参
加
し
て
異
国
の

研
究
者
に
へ
た
く
そ
な
異
国
の
言
葉
で
質
問
を
す
る
と
き
に
私
は
、
あ
る
い
は
私
の
ゼ
ミ
で
不
断
は
押
し
黙
っ
て
い
る
或
る
学
生
が
意
を
決

し
て
他
の
学
生
た
ち
が
繰
り
広
げ
て
い
る
議
論
に
参
入
し
て
自
分
の
意
見
を
た
ど
た
ど
し
く
述
べ
る
と
き
に
そ
の
学
生
は
、
他
の
人
々
の
前

で
語
る
自
分
の
姿
や
自
分
の
発
言
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
を
全
面
的
に
彼
ら
に
委
ね
る
と
い
う
「
勇
気
」
を
奮
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、『
人
間
の
条
件
』
第
二
四
、
二
五
節
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
提
示
す
る
活
動
の
理
論
と
は
、
日
常
的
な
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「
語
り
合
い
」
の
体
験
の
分
析
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
体
験
に
お
い
て
我
々
は
、
活
動
者
と
し
て
互
い
に
自
己
自
身
を
示
し
な
が
ら
自
由
に

言
葉
を
交
わ
し
合
い
、
作ア

ル

コ

ー

ン

者
（
支
配
者
）
の
い
な
い
「
人
間
関
係
の
網
の
目
」
を
編
み
上
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
4
）「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
と
、
そ
の
脆
弱
さ
――
『
人
間
の
条
件
』
第
二
六
節

活
動
は
、
既
存
の
関
係
性
に
絶
え
ず
新
た
な
始
ま
り
の
要
素
を
持
ち
込
み
な
が
ら
、
関
係
性
を
持
続
さ
せ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

基
本
的
な
構
造
こ
そ
、
第
二
六
節
で
提
示
さ
れ
る
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ギ
リ
シ
ア
語
に
はarchein

（「
始
め
るto begin

」、「
導
くto lead

」、
さ
ら
に
は
「
支
配
す
るto rule

」）
とprattein

（「
通

り
抜
け
るto pass through

」、「
成
し
遂
げ
るto achieve

」、「
終
わ
ら
せ
るto finish

」）
と
い
う
二
つ
の
動
詞
が
あ
り
、
こ

れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
ラ
テ
ン
語
のagere

（「
動
か
すto set into m

otion

」、「
導
くto lead

」）
とgerere

（「
担
うto bear

」
が

元
々
の
意
味
で
あ
る
）
に
相
当
す
る
。
こ
こ
で
は
ま
る
で
、
一
つ
一
つ
の
活
動
が
二
つ
の
部
分
に
、
つ
ま
り
一
人
の
人
間
に

よ
っ
て
為
さ
れ
る
始
ま
り
の
部
分
と
、
多
く
の
人
々
が
加
わ
っ
て
そ
の
企
て
を
「
担
い
」、「
終
わ
ら
せ
」、
最
後
ま
で
や
り
通

し
て
達
成
す
る
部
分
と
に
、
分
か
た
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
（sec.26: p.189; see also, B

PF: p.165f

）。

活
動
の
時
間
的
過
程
を
、「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と
「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
に
分
節
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト

が
示
そ
う
と
す
る
の
は
、
活
動
の
体
験
に
お
い
て
は
複
数
の
人
々
が
相
互
に
依
存
し
合
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
活
動
に
お
い

て
は
、「
始
め
て
導
く
者
は
助
け
を
求
め
て
他
者
に
依
存
し
、
彼
に
続
く
者
た
ちfollow

ers 
は
自
分
た
ち
が
活
動
す
る
機
会
を
求
め
て
始
め
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35 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

て
導
く
者
に
依
存
す
る
」（H

C
: p.189

）。「
始
め
る
者
」
と
「
引
き
継
ぐ
者
」
が
い
な
け
れ
ば
、
活
動
の
体
験
は
成
立
し
得
な
い
。
例
え
ば
、

A
が
B
に
「
今
晩
う
ち
で
食
べ
な
い
？
」
と
呼
び
か
け
、
B
が
「
そ
り
ゃ
い
い
ね
」
と
同
意
し
て
A
の
企
て
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
A

の
家
で
の
A
と
B
の
夕
食
と
い
う
出
来
事
の
過
程
が
始
ま
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
出
来
事
は
「A

＝a beginner

」
と
「B

＝a follow
er

」

と
い
う
二
人
の
活
動
者
の
協
働
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
現
実
の
活
動
の
体
験
に
お
い
て
は
、
事
柄
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
右
に
引
用
し
た
一
節
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
活
動

の
過
程
は
「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
と
「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
部
分
に
区
別
さ
れ
る
「
か
の
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0seem
s as though

」
と

述
べ
る
の
は
、
現
実
の
活
動
の
体
験
――
「
我
々
が
行
っ
て
い
る
こ
と
」
――
に
お
い
て
は
、
出
来
事
を
始
め
る
行
為
（
者
）
と
後
か
ら
加

わ
る
行
為
（
者
）
と
が
截
然
と
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
A
に
誘
わ
れ
た
B
が
、「
C
と
D
と
一
緒
に
君
の
家

を
訪
れ
る
」
と
提
案
し
て
こ
れ
に
A
が
同
意
す
れ
ば
、「
A
と
B
の
夕
食
」
は
「
A
と
B
と
C
と
D
の
夕
食
」
と
い
う
新
た
な
出
来
事
へ
と

変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。「
後
に
続
く
者
」
は
、
他
者
が
始
め
た
出
来
事
の
過
程
に
新
た
な
始
ま
り
の
要
素
を
挿イ
ン
サ
ー
ト

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出

来
事
を
引
き
継
い
で
ゆ
く
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
は
常
に
「
ア
ル
ケ
イ
ン
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

二
五
節
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
活
動
に
お
け
る
「
始ア
ル
ケ
ー

ま
り
」
は
「
既
に
存
在
し
て
い
る
網
の
目
の
中
に
落
と
し
込
ま
れ
る
」
の
で
あ

る
か
ら
（p.184

）、
人
間
の
世
界
に
お
い
て
は
純
粋
な
（
無
か
ら
の
）
始
ま
り
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
、
す
べ
て
の
「
ア

ル
ケ
イ
ン
」
は
常
に
「
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る

活
動
の
自
由
と
は
、
既
に
進
行
し
て
い
る
出
来
事
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
自
発
的
に
後
か
ら
加
わ
り

0

0

0

0

0

0

（
プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
）、
新
し
い
要
素
を
持

0

0

0

0

0

0

0

ち
込
む

0

0

0

（
ア
ル
ケ
イ
ン
）
こ
と
に
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
自
由
な
活
動
が
構
成
す
る
人
間
関
係
の
網
の
目
と
い

う
も
の
が
、
絶
え
ず
偶
然
的
な
変
化
に
晒
さ
れ
、
原
理
的
に
予
測
も
制
御
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ

ラ
ッ
テ
イ
ン
構
造
」
を
提
示
す
る
第
二
六
節
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
人
間
事
象
の
脆
さthe frailty of hum

an affairs

」
と
題
す
る
所
以
で

あ
る
。
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活
動
と
は
常
に
、
既
に
誰
か
が
行
っ
て
い
る
活
動
に
対
す
る
「
反
作
用reaction

」
で
あ
る
――
「
活
動
が
作ア
ク
ト
・
オ
ン

用
す
る
の
は
活
動
す
る
こ

と
が
で
き
る
人
々
に
対
し
て
な
の
で
あ
る
か
ら
、
反
作
用reaction

は
、
単
な
る
反
応
に
留
ま
ら
ず
、
常
に
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
新
し
い
独

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

自
の
活
動
と
な
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

、
他
の
人
々
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
」（p.190; VA

: S.182

――
傍
点
、
森
川
）。
人
間
関
係
の
網
の
目
に
お
い
て

は
、
一
つ
の
活
動
が
「
反
動reaction

」
を
呼
び
起
こ
し
、「
各
々
の
反
動
が
一
連
の
反
動
の
連
鎖
」
と
な
り
、
さ
ら
に
「
各
々
の
過
程
が

新
し
い
過
程
の
原
因cause

と
な
る
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
加
わ
る
人
々
は
絶
え
ず
偶
然
的
な
変
化
に
晒
さ
れ
、
思
い
も
よ
ら
な
い
出
来
事

の
帰
結
を
被パ

テ

イ

ン

る
こ
と
か
ら
免
れ
得
な
い
（
A
は
「
B
と
楽
し
く
食
事
が
し
た
い
」
と
い
う
意
図
か
ら
B
を
誘
っ
た
の
に
、
B
が
連
れ
て
来
た

C
や
D
と
気
が
合
わ
ず
、
夕
食
の
途
中
で
思
わ
ず
彼
ら
と
口
論
を
し
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
B
と
の
友
情
を
も
損
な
う
結
果
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
具
合
に
）。
五
二
年
の
『
思
索
日
記
』
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、「
活
動
す
る
者
は
常
に
、
活
動
す
る
他
の
人
々

の
間
で
、
ま
た
彼
ら
と
関
係
し
合
っ
て
動
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
単
に〝
行
う
者doer

〞で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
常
に
、
同
時
に
、

受
難
す
る
者sufferer

な
の
で
あ
る
」（H

C
: p.190

）。
活
動
に
お
い
て
人
は
皆
「
受
難
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
単
に
予
期
せ

ぬ
帰
結
を
被
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
い
つ
・
誰
か
ら
・
ど
の
よ
う
な
受
難
を
被
る
か
を
、
全
く
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

に
あ
る
――
す
な
わ
ち
、
活
動
が
織
り
成
す
出
来
事
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
絶
え
ず
偶
然
的
な
変
化
に
翻
弄
さ
れ
る
、
極
め
て
脆
弱
な
プ
ロ

セ
ス
な
の
で
あ
る
。
活
動
の
過
程
は
、「
そ
れ
が
ど
ん
な
特
殊
な
内
容
で
あ
る
に
せ
よ
、
常
に
関
係
性
を
打
ち
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
一
切
の
制
限
を
解
き
放
ち
、
一
切
の
境
界
線
を
突
破
す
る
と
い
う
固
有
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
」（ibid.; VA

: S.182

）。

こ
の
よ
う
に
脆
く
、
危
う
く
、
頼
り
な
い
活
動
と
い
う
行
為
の
様
式
で
、
政
治
と
い
う
営
み
を
行
う
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
――

第
二
六
節
の
行
論
の
半
ば
過
ぎ
で
ア
ー
レ
ン
ト
が
そ
う
問
い
か
け
る
と
き
、
第
五
章
の
議
論
は
、「
活
動action

」
か
ら
「
政
治
的
活
動

political action

」
へ
と
焦
点
を
移
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
ど
ん
な
政
治
体
の
う
ち
に
も
、
我
々
は
様
々
な
制
限
や
境
界
線
を
見
出

す
。
そ
う
し
た
制
限
や
境
界
線
は
、
活
動
に
内
在
す
る
無
制
限
性
を
あ
る
程
度
ま
で
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
活

動
に
は
第
二
の
際
立
っ
た
特
性
、
す
な
わ
ち
結
果
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
特
性
が
内
在
し
て
い
る
。
政
治
体
の
制
限
や
境

0

0

0

0

0

0

0

0
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37 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

界
線
は

0

0

0

、
こ
の
活
動
の
不
可
予
言
性
を
相
殺
す
る
に
は
全
く
役
に
立
た
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（p.191

――
傍
点
森
川
）。
活
動
に
内
在
す
る
「
無
制
限
性

boundlessness

」
は
、
実
定
法
を
は
じ
め
と
す
る
「
制
限
や
境
界
線
」
に
よ
っ
て
活
動
の
領
域
を
空
間
的
に
囲
い
込
む
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
、
あ
る
程

度
ま
で
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、「
不
可
予
言
性unpredictability

」
に
対
し
て
は
、
す
な
わ
ち
未
来

に
お
け
る
偶
然
的
な
変
化
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
活
動
の
時
間
的
な
特
質

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
は
無
力
で
あ
る
――
「
人
間
的
な
事
柄

の
領
域
に
は
諸
々
の
制
限
や
境
界
線
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
与
え
る
枠
組
み
は
、
各
々
の
新
し
い
世
代each new

 generation

が
自
ら
を
挿
入
す
る
際
の
衝
撃
に
し
っ
か
り
と
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
い
」（p.190f

）。
問
題
は
「
出
生
」
と
い
う
原
理
に
淵
源
し
て
お
り
、

狭
義
の
政
治
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
――
「
人
間
の
制
度
や
法
の
脆
さ
、
お
よ
び
一
般
に
人
々
の
共
生
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
事

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

柄
の
脆
さ

0

0

0

0

は
、
出
生
と
い
う
人
間
の
条
件
に
淵
源
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（p.191

――
傍
点
森
川
）。

か
か
る
難
問
こ
そ
、
政
治
理
論
家
と
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
自
ら
に
課
し
た
問
い
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
問
い
に
対

す
る
ア
ー
レ
ン
ト
な
り
の
解
答
が
、
第
五
章
の
末
尾
を
飾
る
第
三
三
、
三
四
節
に
お
け
る
「
赦
し
」
と
「
約
束
」
の
省
察
で
あ
り
、
ま
た
、

『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
論
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
議
論
の
検
討
は
別
の
機
会

に
譲
り
、
本
稿
で
は
、
活
動
の
政
治
が
孕
む
脆
弱
さ
に
対
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
が
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
「
ギ
リ
シ

ア
人
の
解
決
」
に
対
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
か
を
、『
人
間
の
条
件
』
第
二
七
節
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
5
）「
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
決
」、
そ
の
栄
光
と
悲
惨
――
『
人
間
の
条
件
』
第
二
七
節

第
二
七
節
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
決
」
は
、
神
話
的
英
雄
ア
キ
レ
ウ
ス
こ
そ
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
政
治
活
動
の
原
型
で
あ
っ
た
、
と
い
う
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甚
だ
奇
妙
か
つ
不
穏
な
指
摘
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
奇
妙
か
つ
不
穏
と
言
う
の
も
、
政
治
を
非
暴
力
的
な
語
り
合
い
と
捉
え
て
い
る
筈

の
ア
ー
レ
ン
ト
が
血
腥
い
戦
場
に
名
誉
を
求
め
た
戦
士
を
活
動
の
範
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
こ

に
既
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
に
対
す
る
批
判
的
な
眼
差
し
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
が
、
ト
ロ
イ
ア
攻
め

に
参
加
す
れ
ば
死
を
免
れ
ぬ
と
い
う
母
テ
テ
ィ
ス
女
神
の
予
言
を
知
り
な
が
ら
も
敢
え
て
ト
ロ
イ
ア
に
向
か
っ
た
の
は
、「
唯
一
最
高
の
行

為
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
偉
大
さ
を
人
々
に
見
せ
つ
け
、
自
ら
が
死
せ
る
後
も
永
く
語
り
継
が
れ
る
で
あ
ろ
う
「
不
死
な
る
名
声im

m
ortal 

fam
e

」
を
勝
ち
得
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
ア
キ
レ
ウ
ス
の
物
語
が
体
現
し
て
い
る
の
は
、
死
す
べ
き
人
間
が
「
幸
福

0

0eudaim
onia

」
を
得

る
た
め
に
は
、「
生
を
犠
牲
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

」
覚
悟
を
決
め
、「
生
き
続
け
る
こ
とthe continuity of living

を
断
念
」
し
て
「
た
だ
一
度
の
行
い
の

0

0

0

0

0

0

0

0

う
ち
に
自
ら
の
生
涯
す
べ
て
を
集
約
さ
せ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
独
特
の
死
生
観
で
あ
る
（H

C
: p.193f

――
傍
点
、

森
川
）。
こ
れ
は
、
第
二
四
節
か
ら
二
六
節
に
か
け
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
論
じ
て
き
た
（
ま
た
第
三
二
節
で
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
）
活
動
の

「
過
程
的

0

0

0

な
性
格
」、
す
な
わ
ち
複
数
の
人
々
が
織
り
成
す
変
化
に
富
ん
だ
関
係
性
の
持
続

0

0

と
い
う
洞
察
か
ら
、
大
き
く
隔
た
っ
た
活
動
の

理
解
で
あ
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
が
示
す
の
は
、「
善
く
生
き
るeu ze -n

」
た
め
に
は
、
日
常
的
な
生
の
持
続
を
断
ち
切
り
、
人
間
関
係
の
網
の

目
か
ら
脱
出
し
て
、
単
独
で

0

0

0

行
為
に
身
を
投
じ
、
そ
の
「
異
常
な
（
非
日
常
的
なextraordinary

）」
瞬
間

0

0

の
内
に
生
を
燃
や
し
尽
く
し
、

自
己
の

0

0

0

偉
大
さ
を
他
者
の
記
憶
に
刻
み
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

活
動
の
概
念 this concept of 

action

は
著
し
く
個
人
主
義
的

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
り
、「
他
の
一
切
の
要
素
を
犠
牲
に
し
て
自
己
開
示
に
向
か
う
衝
動
に
力
点
を
置
く
」
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
こ
そ
が
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
活
動
の
原
型
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
競
い
合
い
の
精
神

0

0

0

0

0

0

0 

0agonal spirit 

と
い
う
形
で
、
他
者
と
競
っ
て
自
己

自
身
を
示
そ
う
と
す
る
情
熱
的
な
衝
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
都
市
国
家
に
浸
透
し
て
い
た
政
治
概
念
の
根
底
に
は
、
こ
の
よ
う

な
衝
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
」（H

C
: p.194

――
傍
点
、
森
川
）。
偉
大
な
活
動
に
よ
っ
て
自
己
の
唯
一
性uniqueness

を
示
し
、
自
己
の

存
在
の
記
憶
を
名
声
と
い
う
光
彩
と
と
も
に
他
者
の
記
憶
に
焼
き
付
け
る
こ
と
が
、
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ポ
リ
ス
の
動
力
源

で
あ
っ
た
。
不
死
な
る
名
声
へ
の
飽
く
な
き
情
熱
は
、
遠
か
ら
ず
到
来
す
る
死
へ
の
怖
れ
と
い
う
実
存
的
不
安
に
淵
源
し
て
お
り
、
己
が
業
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39 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

績
を
不
滅
の
物
語
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
す
べ
き
宿
命
か
ら
せ
め
て
自
己
の
名
を
救
済
せ
ん
と
す
る
。
焦
点
は
ど
こ
ま
で
も
「
自

己
」
の
救
済
に
あ
り
、
他
の
一
切
は
そ
の
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
が
立
法

行
為
（
都
市
国
家
の
創
設
）
を
政
治
的
行
為
と
は
看
做
さ
ず
、
外
国
人
に
委
ね
る
こ
と
で
よ
し
と
し
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
（p.194f

）。

彼
ら
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、
ち
ょ
う
ど
ア
キ
レ
ウ
ス
の
競ア

ゴ

ー

ン

い
合
い
が
、
ヘ
ク
ト
ル
を
は
じ
め
と
す
る
敵
国
ト
ロ
イ
ア
勢
と
の
戦
闘
の
み

な
ら
ず
、
友
軍
た
る
ギ
リ
シ
ア
勢
の
総
大
将
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
と
の
舌
戦
に
も
向
け
ら
れ
た
よ
う
に
――
そ
れ
が
た
め
に
ア
キ
レ
ウ
ス
は
一
度

は
戦
線
を
離
脱
し
、
結
果
と
し
て
親
友
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
を
失
う
と
い
う
痛
手
を
被パ
テ
イ
ンる
こ
と
に
な
っ
た
――
、
自
己

0

0

が
誰
よ
り
も
卓
越
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
政
治
活
動
の
す
べ
て
で
あ
り
、
自
ら
が
所
属
す
る
都
市
国
家
で
さ
え
、
自
己
が
名
声
を
獲
得
す
る
た
め
の
舞
台
と
い

う
以
上
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
ア
ゴ
ー
ン
（
競
い
合
い
、
闘
技
）」
を
核
心
と
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
ギ
リ
シ
ア
理
解
は
、
J
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
『
ギ
リ
シ

ア
文
化
史
』
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
）
18
（

。
第
二
七
節
以
外
で
彼
女
が
ポ
リ
ス
に
言
及
し
て
い
る
数
少
な
い
箇
所
の
一
つ
、
第
六
節
で
の
叙
述
を

見
よ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、「
公
的
領
域
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ポ
リ
ス
は
、
強
烈
な
競
い
合
い
の
精
神
に
満
ち
て
い
た
。

そ
こ
で
は
、
誰
も
が
自
己
を
す
べ
て
の
他
者
か
ら
絶
え
ま
な
く
際
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ユ
ニ
ー
ク
な
行
い
や
業
績
を
つ
う
じ
て
自

ら
が
誰
よ
り
も
優
れ
た
者
（aien aristeuein

）
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
換
言
す
れ
ば
、
公
的
領
域
が
保
持
さ
れ

た
の
は
、
個
性
（
個
で
あ
る
こ
とindividuality

）
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
」（sec.6, p.41

――
傍
点
、
森
川
）。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
倣
っ

て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
都
市
国
家
の
市
民
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
を
述
べ
て
他
者
と
競
い
合
う
自
由
を
、「
常
に
」
行
使
「
し
な
け
れ
ば
な
ら

か
っ
たhad constantly to

」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
ポ
リ
ス
に
お
け
る
活
動
の
自
由
と
は
、
自
由
な
活
動
へ
の
強
制
と
同
義
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
市
民
た
ち
は
自
由
で
あ
る

0

0

0

0

0

た
め
に
、
公
的
領
域
に
お
い
て
自
己
の
卓
越
性arete

を
絶
え
ま
な
く
示
す
こ
と
を
強
い
ら
れ
る

0

0

0

0

0

こ
と
に

な
っ
た
――
俳
優
が
俳
優
で
あ
る
た
め
に
は
舞
台
に
上
が
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
舞
台
に
上
が
っ
た
以
上
は
優
れ
た
演
技
を
披
露
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
よ
う
に
）
19
（

。
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こ
の
奇
妙
で
不
穏
な
政
治
体
が
、
活
動
の
「
脆
さ
」
に
対
す
る
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
決
」
な
の
で
あ
る
。
再
び
第
二
七
節
に
立
ち
戻
り
、

ア
ー
レ
ン
ト
が
指
摘
す
る
都ポ

リ

ス

市
国
家
の
二
つ
の
機
能
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
都ポ

リ

ス

市
国
家
は
「「
不
死
な
る
名
声
」
を
勝
ち
得
る
機

会
を
増
や
」
し
、
競
い
合
い
に
参
加
す
る
機
会
を
す
べ
て
の
市
民
に
平
等
に
与
え
た
――
市
民
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
城
壁
の
内
部
に
留
ま
り

な
が
ら
、
言
論
活
動
に
よ
っ
て
名
声
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
よ
う
に
生
命
を
賭
し
て
異
郷

の
地
に
赴
く
必
要
は
な
い
。
第
二
に
、
都ポ

リ

ス

市
国
家
は
「
一
種
の
組
織
さ
れ
た
記
憶
」
と
し
て
、
市
民
が
為
し
た
偉
大
な
事
績
を
語
り
継
ぎ
、

記
念
碑
を
打
ち
立
て
て
顕
彰
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
己
が
偉
大
さ
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
を
必
要
と
し
た

が
、
ポ
リ
ス
の
市
民
は
一
人
の
偉
大
な
詩
人
の
至
芸
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
（H

C
: p.197f

）。「
戦
没
者
葬
送
演
説
」
に
お
い
て
ペ
リ
ク

レ
ス
が
誇
る
よ
う
に
、
都ポ

リ

ス

市
国
家
そ
の
も
の
が
「
悲
み
と
喜
び
を
永
久
に
と
ど
め
る
記
念
の
塚
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
――
「
か
く
も
偉
大

な
証
績
を
も
っ
て
わ
が
国
力
を
衆
目
に
明
ら
か
に
し
た
わ
れ
ら
は
、
今
日
の
世
界
の
み
な
ら
ず
、
遠
き
末
世
に
い
た
る
ま
で
世
人
の
賞
賛
の

ま
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
ら
を
称
え
る
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
現
れ
ず
と
も
よ
い
。
言
葉
の
綾
で
耳
を
奪
う
が
、
真
実
の
光
の
も
と
に
虚
像
を
露

す
る
が
ご
と
き
詩
人
の
助
け
を
求
め
ず
と
も
よ
い
）
20
（

」。
こ
う
し
て
都ポ

リ

ス

市
国
家
は
自
己
の
不
死
化
の
可
能
性
を
大
き
く
拡
大
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
の
根
底
に
あ
る
競
い
合
い
の
様
式
と
精
神
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
謳
っ
た
英
雄
神
の
時
代
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。
活
動
者

個
人
の
栄
光
の
追
求
が
す
べ
て
で
あ
り
、
都ポ

リ

ス

市
国
家
は
そ
の
た
め
の
手
段
で
し
か
な
い
――
そ
れ
が
、「
都
市
国
家
が
驚
く
ほ
ど
短
期
間
で

没
落
に
至
る
」
原
因
と
な
っ
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
（p.197
）。「
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
、
ア
キ
レ
ウ
ス
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ

ネ
ー
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
よ
う
な
一
人
の
人
間
の
行
為
と
受
難
は
、
世
界
を
変
え
る
こ
と
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
世
界
を
よ
り
意
義
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
な
い

0

0

0

。
彼
ら
は
世
界
を
照
ら
し
出
す
だ
け
で
あ
る
。
我
々
は
今
日
も
な
お
、
彼
ら
の
名
声
の
光
の
内
に
あ
る
」（D

T
: X

V
II

﹇6

﹈, S.402

――
傍
点
、
森
川
）。
ナ
チ
ズ
ム
の
脅
威
に
曝
さ
れ
た
二
〇
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
ア
ー
レ
ン
ト
が
求
め
た
の
は
、
不
死
の
「
名
声
の
光
」
な
ど

で
は
な
く
、
全
体
主
義
が
出
現
し
て
し
ま
っ
た
世
界
を
再
び
、
否
新
た
に
、
よ
り
善
き
場
所
へ
と
「
変
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の

自
由
な
政
治
の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
名
声
を
競
い
合
う
ポ
リ
ス
の
設
立
と
い
う
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
決
」
は
、
そ
れ
に
応
え
得
る
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41 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

も
の
で
は
な
い
。

結
び
に
か
え
て

『
人
間
の
条
件
』
第
五
章
で
の
「
活
動
」
を
め
ぐ
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
議
論
は
、
第
二
七
節
で
叙
述
さ
れ
た
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
決
」
の
失

敗
を
受
け
て
、
い
わ
ば
一
端
仕
切
り
直
さ
れ
、
第
二
八
節
「
権
力
と
現
れ
の
空
間
」
か
ら
第
三
四
節
「
不
可
予
言
性
と
約
束
の
力
」
に
至

り
、『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
政
治
体
の
創
設
の
議
論
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
解
明
に
つ
い
て
は
別
稿
を
要
す
る

が
、
そ
の
方
向
性
を
大
ま
か
に
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

ポ
リ
ス
の
民
主
政
に
対
す
る
絶
望
か
ら
、
活
動
を
制
作
に
よ
っ
て
代
替
さ
せ
、
政
治
を
人
々
の
自
由
な
実
践
で
は
な
く
単
独
者
に
よ
る

支
配
の
術
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
が
（H

C
: sec.29, 31

）、
こ
の
道
を
ア
ー
レ
ン
ト
が
峻
拒
す
る
こ
と
は
論
を
俟

た
な
い
。
と
は
い
え
、
本
稿（
2
）で
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
ア
ル
ケ
ー
」
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
プ
ラ
ク
シ

ス
」
を
単
に
否
定
し
て
切
り
捨
て
た
わ
け
で
は
な
く
、
批
判
的
な
吟
味
を
加
え
な
が
ら
「
ア
ル
ケ
イ
ン
―

プ
ラ
ッ
テ
イ
ン
」
と
い
う
活
動
の

基
本
的
構
造
の
省
察
と
し
て
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
都
市
国
家
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。『
人
間
の
条
件
』

第
二
七
節
の
末
尾
付
近
の
、
奇
妙
な
一
文
を
見
よ
う
――
「
ポ
リ
スpolis
と
は
、
適
切
に
言
う
な
ら
ば
、
物
理
的
な
場
所
を
占
め
て
い
る
と

こ
ろ
の
都
市
国
家city-state

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
ポ
リ
ス
と
は
、
人
々
が
互
い
に
活
動
し
語
り
合
う
か
ら
生
起
す
る
組
織
体
な
の
で
あ

り
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
人
々
が
共
に
生
き
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
何
処
で
あ
れ
、
そ
の
真
正
な
る
空
間
は
彼
ら
の
間
に
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
」（H

C
: p.198

）。「
現
れ
の
空
間
」
と
し
て
の
ポ
リ
ス
は
、
活
動
の
様
式
で
共
存
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
間
に
、
い
つ
で
も
出
来
し
得

る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、
か
か
る
「
現
れ
の
空
間
」
を
都
市
の
城
壁
に
よ
っ
て
囲
い
込
み
、
彼
ら
の
「
都
市
国
家city-state

」
を
た
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だ
自
己
の
名
声
を
競
い
合
う
た
め
の
演
劇
空
間
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
の
潜
勢
力
（dynam

is

）
を
新
た
な
視

座
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。『
革
命
に
つ
い
て
』
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
人
々
が
示
し
た
こ
と
の
一
つ
は
、
政
治

体
を
「
構
成
し
、
創
設
し
、
世
界
を
建
設
す
る
人
間
の
能
力
」
は
「
我
々
自
身
や
我
々
の
時
代
で
あ
る
よ
り
む
し
ろ
、
我
々
の〝
後
継
者
〞

や〝
子
孫
〞」
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（O

R
: p.175

）。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
な
活
動
の
目
的
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
の

都ポ

リ

ス

市
国
家
に
お
い
て
市
民
が
目
指
し
た
よ
う
な
不
滅
の
名
声
の
獲
得
に
よ
る
自
己
の
永
続
化
で
は
な
く
、
や
が
て
我
々
の
許
に
到
来
し
て
く

る
他
者
を
迎
え
入
れ
る
た
め
に
、
彼
ら
が
加
わ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
現ポ

リ

ス

れ
の
空
間
を
用
意
し
、
支
え
保
ち
、
よ
り
善
き
場
所
へ
と
変
え
て
ゆ
く

こ
と
な
の
で
あ
る
（cf. H

C
: p.9

）。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
様
々
な
問
題
――
例
え
ば
「
橋
を
ど
こ
に
架
け
る
か
」
と
い
っ
た
課
題
――
を

語
り
合
い
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
解
決
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
或
る
種
の
幸
福
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
幸
福
は
、
名
声
を
得
て
自
己
を
不
死
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
ア
キ
レ
ウ
ス
の
「
幸
福eudaim

onia

」
で
は
な

く
、
未
来
の
他
者
――
生
ま
れ
て
く
る
者
た
ち
――
の
た
め
に
世
界
の
在
り
方
を
め
ぐ
っ
て
人
々
と
語
り
合
う
者
が
味
わ
う
喜
び
、「
公
的

な
幸
福public happiness

」
で
は
な
い
の
か
。
そ
こ
に
向
か
っ
て
ポ
リ
ス
を
捉
え
直
し
て
ゆ
く
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
索
の
道
行
を
解
明
す
る

こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
本
稿
は
、
そ
の
「
始
ま
り
＝
原
理
」
を
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
注

＊ 

ア
ー
レ
ン
ト
の
著
作
・
草
稿
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
略
号
・
表
記
で
示
し
て
い
る
。
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
参
照
し
て
い
る
が
、
訳
文

は
必
ず
し
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
な
い
（
訳
文
の
責
任
は
筆
者
に
帰
せ
ら
れ
る
）。
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B
PF 

B
etw

een Past and Future, Penguin B
ooks, 1968

（
引
田
隆
也
・
齋
藤
純
一
訳
『
過
去
と
未
来
の
間
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
）

D
T

 
D

enktagebuch:1950 bis 1973, hrsg. von Ludz, U
. und N

ordm
ann, I., Piper, 2003

（
青
木
隆
嘉
訳
『
思
索
日
記
』
Ⅰ
・
Ⅱ
、
法
政

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）

※
同
書
か
ら
の
引
用
・
参
照
は
、
原
則
と
し
て
「
号H

eft

、
項
目
、
頁
数
」
を
示
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
年
・
月
」
を
付
す
。（
例
：

D
T

: IX

﹇12

﹈, S.208, 1952/05 

＝ 『
思
索
日
記
』
ノ
ー
ト
9
、
第
12
項
、
原
著
二
〇
八
頁
、
五
二
年
五
月
）

H
C

 
T

he H
um

an C
ondition, C

hicago U
niversity Press, 1958

（
志
水
速
雄
訳
『
人
間
の
条
件
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
四
年
）

O
R

 
O

n R
evolution, Penguin B

ooks, 1965

（1963

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

VA
 

V
ita activa oder Vom

 tätigen Leben, Piper, 1960

（N
euausgabe 1981

）

W
IP 

W
as ist Politik?: Fragm

ente aus des N
achlaß, hrsg.von Ludz, U

., Piper, 1993

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

二
〇
〇
四
年
）

“O
n H

annah A
rendt ”

（1972

）, in H
annah A

rendt: the R
ecovery of the Public W

orld, ed. by H
ill, M

. A
., St. M

artin ’s Press, 1979

＊ 

プ
ラ
ト
ン
の
著
作
は
、
テ
ク
ス
ト
をW

issenschaftliche B
uchgesellschaft

版
全
集
に
、
邦
訳
を
岩
波
文
庫
お
よ
び
岩
波
書
店
の
『
プ
ラ
ト
ン

全
集
』
に
依
る
。『
国
家
』（
藤
沢
令
夫
訳
）、『
政
治
家
』（
水
野
有
庸
訳
、
全
集
第
三
巻
）、『
法
律
』（
森
進
一
・
池
田
美
恵
・
加
来
彰
俊
訳
）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
は
、
テ
ク
ス
ト
をLoeb C

lassical Library

に
、
邦
訳
を
岩
波
文
庫
お
よ
び
京
都
大
学
学
術
出
版
会
の
西
洋
古
典

叢
書
に
依
る
。『
形
而
上
学
』（
出
隆
訳
）、『
政
治
学
』（
牛
田
徳
子
訳
）、『
魂
に
つ
い
て
』（
中
畑
正
志
訳
）。

な
お
、
ギ
リ
シ
ア
文
字
は
ラ
テ
ン
文
字
・
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
表
記
し
て
い
る
。

（
1
） 

筆
者
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
一
四
日
に
聖
学
院
大
学
綜
合
研
究
所
「
第
三
回
憲
法
研
究
会
」
に
お
い
て
、「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ

憲
法
理
解
――
そ
の
契
約
概
念
を
中
心
と
し
て
」
と
題
す
る
報
告
を
行
っ
た
。
報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
栗
城
壽
夫
教
授
を
は
じ
め
と
す

る
聖
学
院
大
学
の
関
係
者
各
位
、
ま
た
研
究
会
の
席
上
に
て
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
っ
た
方
々
に
、
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
、
同
研
究
会
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の
報
告
内
容
の
う
ち
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
理
解
と
ア
メ
リ
カ
憲
法
理
解
（
報
告
レ
ジ
ュ
メ
三
節
以
下
）
で
は
な
く
、
そ
の
前

段
に
当
た
る
部
分
、
す
な
わ
ち
『
人
間
の
条
件
』
の
活
動
概
念
を
素
描
し
た
箇
所
（
同
上
二
節
）
を
論
文
に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
憲
法
研
究
会
」

の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
に
お
い
て
も
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
理
解
を
論
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
敢
え
て
そ
れ
を
避
け
て
活
動
論
の

解
釈
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
若
干
の
釈
明
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

『
革
命
に
つ
い
てO

n R
evolution

』（
一
九
六
三
年
）
に
お
け
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
論
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
端
的
に
言
う
な

ら
、「
憲
法
＝
国
制constitution

」
の
制
定
を
、
活
動
の
実
践
に
よ
る
自
由
な
共
和
政
体
の
構
成
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

新
し
い
政
治
共
同
体
を
「
構
成
す
るconstitute

」
と
い
う
政
治
的
な
創
設
行
為
で
あ
り
、
そ
の
「
原
理
＝
始
ま
り arche -, principium

」
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
活
動
す
る
人
々
の
相
互
契
約
の
実
践
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
契
約
と
は
、『
人
間
の
条
件
』
第
三
四
節
で
論
じ
ら
れ
て
い

る
「
約
束
」
に
当
た
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
女
の
ア
メ
リ
カ
憲
法
理
解
を
そ
の
契
約
概
念
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、「
約
束
」
を
め
ぐ

る
彼
女
の
理
論
的
省
察
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
約
束
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
『
人
間
の
条
件
』
第
五
章
「
活
動
」
の
章
の
末
尾
に
位
置

し
て
お
り
、
そ
の
位
置
づ
け
を
的
確
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
同
章
の
議
論
全
体
の
解
明
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
研
究
会
の
席
上

で
、
筆
者
は
可
能
な
か
ぎ
り
簡
潔
な
説
明
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
能
力
と
努
力
の
不
足
ゆ
え
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
用
い
る
独
特
の
用
語

や
論
理
を
う
ま
く
整
理
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
こ
の
点
、
慙
愧
に
堪
え
な
い
）。
そ
う
い
う
事
情
も
あ
り
、
本
稿
で
は
、
ア
メ

リ
カ
革
命
論
・
憲
法
理
解
を
含
め
た
彼
女
の
政
治
思
想
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
活
動
概
念
に
つ
い
て
、
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
2
） 

ア
ー
レ
ン
ト
研
究
史
の
批
判
的
レ
ヴ
ュ
ー
と
し
て
は
、
拙
著
『
始
ま
り
の
ア
ー
レ
ン
ト
――
「
出
生
」
の
思
想
の
誕
生
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）、
第
一
章
を
参
照
。
特
に
、
以
下
本
文
で
論
じ
ら
れ
る
「
ア
ー
レ
ン
ト
＝
ポ
リ
ス
の
礼
賛
者
」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
者
の
伝

統
的
な
偏
見
に
つ
い
て
は
、
同
書
四
五
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
） 

長
谷
部
恭
男
『
憲
法
のim

agination

』（
羽
鳥
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
一
―
二
頁
。
こ
れ
は
、
長
谷
部
の
年
来
の
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
に
沿
っ

た
も
の
で
あ
り
（
長
谷
部
『
憲
法
と
平
和
を
問
い
な
お
す
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）、
三
四
―
五
頁
、
一
五
八
頁
、
同
『
憲
法
の
理
性
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
七
八
―
九
頁
）、
ま
た
、
そ
う
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
批
判
へ
の
毛
利
透
の
反
論
（
毛
利
透
「
市
民
的
自
由

は
憲
法
学
の
基
礎
概
念
か
」（『
岩
波
講
座
・
憲
法
Ⅰ
――
立
憲
主
義
の
哲
学
的
問
題
地
平
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
八
頁
注（
10
））

に
対
す
る
再
反
論
で
も
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
評
価
を
め
ぐ
る
二
人
の
憲
法
学
者
の
対
立
は
、
立
憲
民
主
政
体
に
お
け
る
政
治
（
的
自
由
）
の

位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
に
淵
源
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
長
谷
部
に
と
っ
て
は
、
政
治
は
公
共
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
に
過
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ぎ
ず
、
政
治
参
加
そ
の
も
の
に
内
在
的
な
価
値
が
置
か
れ
る
こ
と
は
な
い
――
「
政
治
は
あ
く
ま
で
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
」（『
憲
法
の

理
性
』、
一
八
〇
頁
）。
翻
っ
て
毛
利
は
、
市
民
が
意
見
を
公
的
に
表
明
し
て
政
治
的
討
議
に
参
加
す
る
「
市
民
的
自
由
」
が
、
立
憲
民
主
政
下

で
行
わ
れ
る
意
思
形
成
過
程
に
お
い
て
本
質
的
な
意
義
を
持
つ
と
い
う
立
場
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
――
「
自
由
を
守

ろ
う
と
す
れ
ば
、
政
治
を
何
か
の
手
段
と
と
ら
え
て
は
い
け
な
い
。
手
段
と
と
ら
え
れ
ば
、
自
由
は
た
ち
ま
ち
邪
魔
者
に
な
る
」（
毛
利
、
前
掲

書
、
二
一
頁
。
ま
た
、
毛
利
『
表
現
の
自
由
――
そ
の
公
共
性
と
も
ろ
さ
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）、
四
三
頁
）。
一
介
の
政
治

思
想
史
研
究
者
に
過
ぎ
な
い
筆
者
は
、
両
者
の
憲
法
理
論
上
の
対
立
に
正
面
か
ら
分
け
入
る
意
図
を
持
た
ず
、
そ
も
そ
も
そ
の
た
め
の
能
力
を

欠
く
。
筆
者
が
指
摘
で
き
る
の
は
、
以
下
本
稿
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
理
解
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
長
谷
部
の
そ
れ
が
「
ア
ー

レ
ン
ト
＝
ポ
リ
ス
の
礼
賛
者
＝
反
時
代
的
で
危
険
な
政
治
思
想
家
」
と
い
う
通
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
囚
わ
れ
た
誤
解
の
域
を
出
て
い
な
い
の
に

対
し
、
毛
利
の
そ
れ
が
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
的
確
な
読
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
。

（
4
） 

バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
現
在
の
北
米
政
治
理
論
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
政
治
理
論
家
で
あ
る
が
、
一
貫
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
を
高
く
評
価

し
て
い
る
。
彼
の
立
場
は
、
基
本
的
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
公
共
哲
学
に
与
し
つ
つ
、
そ
こ
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
以
上
に
実
践
的
自
由
の
意
義
を
強

調
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
毛
利
透
の
立
場
に
近
し
い
と
言
え
る
。
バ
ー
ン
ス
タ

イ
ン
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
的
な
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
。B

ernstein, R
ichard J., T

he N
ew

 C
onstellation: 

T
he E

thical-Political H
orizons of M

odernity/ Postm
odernity, T

he M
IT

 Press, 1992, chap.4

（
谷
徹
・
谷
優
訳
『
手
す
り
な
き
思
考
――

現
代
思
想
の
倫
理
―
政
治
的
地
平
』、
産
業
図
書
、
一
九
九
七
年
）
ま
た
、
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
を
含
め
た
北
米
政
治
理
論
に
お
け
る
ハ
ー
バ
ー
マ

ス
受
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
（
編
）『
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
』（
竹
内
真
澄

訳
、
青
木
書
店
、
一
九
九
七
年
）。

（
5
） 

長
谷
部
『
憲
法
と
平
和
を
問
い
な
お
す
』、
三
四
―
五
頁
。
筆
者
に
は
、
政
治
へ
の
参
加
に
積
極
的
意
義
を
見
出
す
と
い
う
発
想
が
、
国
家
の
た

め
に
「
前
線
に
お
も
む
い
て
戦
死
す
る
こ
と
」
を
称
揚
す
る
類
い
の
政
治
観
に
陥
っ
て
し
ま
う
、
と
言
う
が
ご
と
き
主
張
（
同
上
、
一
五
七
頁
）

の
方
が
よ
ほ
ど
「
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
」
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。「
政
治
参
加
」
を
徹
底
的
に
危
険
視
す
る
――
毛
利
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
自
由
へ

の
恐
れ
」（
毛
利
『
表
現
の
自
由
』、
二
八
頁
以
下
）
の
――
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
長
谷
部
に
よ
れ
ば
、
参
加
を
称
揚
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治

観
は
、
法
秩
序
に
対
し
て
「
破
壊
的
」
な
作
用
し
か
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
に
な
る
ら
し
い
――
「
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
の

だ
か
ら
、
と
に
か
く
改
正
し
よ
う
と
い
う
改
憲
論
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
政
治
観
と
同
類
で
あ
る
」（『
憲
法
のim

agination

』、
二
二
頁
）。
し
か
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し
な
が
ら
、『
革
命
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
を
称
賛
す
る
理
由
の
一
つ
は
、
度
重
な
る
憲
法
典
の
改
廃
と
制

定
を
繰
り
返
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
は
対
照
的
に
、
安
定
し
た
憲
法
典
――
そ
の
後
二
〇
〇
年
以
上
も
継
続
し
て
い
る
――
の
制
定
に
成
功
し
た

こ
と
な
の
で
あ
り
（O

R
: p.157

）、
少
な
く
と
も
、
彼
女
が
「
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
」
な
ど
と
い
う
考
え
の
持
ち
主
で
な

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
6
） 

長
谷
部
は
毛
利
へ
の
再
批
判
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
――
「
そ
れ
に
し
て
も
、
何
の
た
め
に
こ
こ
ま
で
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
を
論
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
も
分
か
ら
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
取
扱
い
は
、
そ
の
信
者
た
ち
に
任
せ
て
お
い
て
、
筆
者
と
し
て
は
よ
り
対

話
す
る
に
値
す
る
学
者
の
研
究
を
し
た
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
信
者
の
方
々
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
比
較
自
体
が
意
味
を

な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
目
的
化
は
あ
り
ふ
れ
て
い
る
」（『
憲
法
のim

agination

』、
二
三
頁
）。
筆
者
が
原
理
主
義
的
な
「
信
者
」
で
あ
れ

ば
、
政
治
的
な
言
論
活
動
の
中
心
は
他
者
の
「
説
得
」
な
り
と
い
う
教
祖
ハ
ン
ナ
様
の
ご
宣
託
の
ま
ま
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
想
の
偉
大
さ
素
晴

ら
し
さ
を
説
い
て
長
谷
部
を
折
伏
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
研
究
者
で
は
あ
る
が
「
信
者
」
で
は
な
い
。

幸
い
に
も
、
長
谷
部
は
今
後
「
ア
ー
レ
ン
ト
の
取
扱
い
」
か
ら
手
を
引
く
と
の
由
で
あ
る
か
ら
、
互
い
の
ア
ー
レ
ン
ト
に
つ
い
て
の
解
釈
（
と

い
う
か
イ
メ
ー
ジ
）
の
懸
隔
は
「
比
較
不
能
な
価
値
」
の
そ
れ
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
共
存
（
と
い
う
か
相
互
無
関
心
）
が
期
待
で
き
そ
う
で

あ
る
。
た
だ
、
長
谷
部
の
直
接
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
毛
利
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
と
の
対
話
を
「
自
己
目
的
化
」
し
て
い
る
「
陳
腐
」
な
「
信
者
」

の
一
人
な
ど
で
は
断
じ
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
毛
利
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
活
動
論
の
理
論
的
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
を
、
個
人
が
自
ら
の
意
見
を
公
的
に
表
明
す
る
「
表
現
の
自
由
」
の
文
脈
に
お
い
て
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
公

的
領
域
を
全
き
自
由
な
言
論
空
間
と
看
做
す
ア
ー
レ
ン
ト
の
構
想
に
対
し
て
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
視
座
か
ら
、
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
て

い
る
。「
ア
レ
ン
ト
は
政
治
と
暴
力
を
対
置
さ
せ
る
あ
ま
り
、
近
代
に
お
い
て
は
不
可
避
の
、
政
治
に
お
け
る
暴
力
制
御
と
い
う
課
題
を
脇
に
お

い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
政
治
か
ら
暴
力
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
で
き
る
の
は
そ
れ
を
制
御
す
る
こ
と
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
代
表
民
主
政

を
と
る
国
民
国
家
は
暴
力
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
自
由
の
空
間
形
成
の
可
能
性
を
開
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
由
の
空
間
は
決
定
圧
力
か
ら
免
除
さ
れ
た
、
非
公
式
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
の
言
論
の
無
力
性
が
保
障
さ
れ
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
と
き
の
み

0

0

0

0

0

、
自
由
か
ら
理
性
が
生
じ
る
こ
と
を
期
待
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
自
由
な
公
共
圏
か
ら
生
じ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
に
期
待
す
る

と
い
う
の
が
、
今
日
の
体
制
と
和
解
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

段
階
で
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
態
度
で
あ
り
、
筆
者
の
基
本
的
立
場
で
も
あ
る
」（
毛
利
『
表
現
の
自

由
』、
四
一
頁
――
傍
点
、
森
川
）。
現
代
の
代
表
民
主
政
を
踏
ま
え
て
、「
個
々
の
言
論
の
無
力
性
」
の
「
保
障
」
を
「
憲
法
上
の
要
請
」
と
捉
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え
る
こ
と
で
、
ア
ー
レ
ン
ト
的
な
活
動
の
自
由
を
活
か
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
毛
利
の
態
度
は
、
少
な
く
と
も
「
陳
腐
」
な
ア
ー
レ
ン
ト
「
信
者
」

の
そ
れ
で
は
な
い
。

（
7
） 
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
労
働
」
お
よ
び
「
制
作
」
概
念
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
前
掲
拙
著
、
第
四
章
第
一
節
（
三
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
） 

こ
の
点
、
前
掲
拙
著
、
第
五
章
（
特
に
第
三
節
（
二
））
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） 

具
体
的
な
事
例
を
用
い
た
「
制
作
」
と
「
労
働
」
の
解
説
と
し
て
、
前
掲
拙
著
、
二
六
六
頁
注
（
9
）
お
よ
び
二
六
七
頁
注
（
10
）、
を
さ
し
あ

た
り
参
照
の
こ
と
。

（
10
） 「
出
生
」
概
念
の
誕
生
に
至
る
五
〇
年
代
初
頭
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
第
五
章
第
一
節
、
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
） 

こ
の
五
三
年
の
ノ
ー
ト
で
既
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
政
治
の
在
り
方
を
批
判
的
に

0

0

0

0

考
察
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
例

え
ば
彼
女
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
――
「
生
命
と
財
産
の
み
を
保
障
す
る
夜
警
国
家
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
べ
て
の
市
民
に
生
計
を
保
障
し
て
、
彼
ら
が

市ポ

リ

テ

ウ

ェ

イ

ン

民
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
古
代
の
国
家
の
ま
さ
に
後
継
者
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（D
T

: X
III

﹇14

﹈, S.302

）。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
自
由

な
活
動
を
少
数
の
市
民
に
保
障
す
る
た
め
に
、
生
産
活
動
を
担
う
奴
隷
を
は
じ
め
と
す
る
非
市
民
を
暴
力
的
に
支
配
す
る
と
い
う
――
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
も
自
明
の
も
の
と
看
做
し
た
――
都
市
国
家
の
構
成
原
理
を
、
生
命zo -e -

の
安
全
を
保
障
す
べ
く
暴
力
手
段
を
占
有
す
る
近
代
国
家
と
重

ね
合
わ
せ
、
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

（
12
） 

こ
の
点
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
お
け
る
、
悲
劇
と
は
人
間
の
「
性
格
」
で
は
な
く
「
行
為
」
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解

に
か
か
わ
る
（
本
稿
注（
17
）参
照
）。

（
13
） 

イ
エ
ス
の
赦
し
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、 

第
五
章
第
二
節（
三
）を
参
照
。

（
14
） 

自
己
開
示
を
伴
う
活
動
は
、
ど
こ
に
で
も
起
こ
り
得
る
。
確
か
に
、「
行
為
と
と
も
に
行
為
者
を
開
示
す
る
と
い
う
固
有
の
傾
向
の
た
め
に
、
活0

動
が
十
分
に
現
れ
る
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
我
々
が
か
つ
て
栄
光
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
光
り
輝
く
明
る
さ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
明
る
さ
が
可

能
で
あ
る
の
は
、
公
的
領
域
だ
け
で
あ
る
」（H

C
: p.180

――
傍
点
森
川
）。
そ
の
よ
う
な
公
的
領
域
の
一
つ
の
範
例
が
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ

ス
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
活
動
が
十
分
に
現
れ
るits full appearance

」
明
る
さ
が
存
在
し
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
我
々
が
日
常
生
活
に
お
け
る
不

十
分
な
明
る
さ
の
中
で
活
動
を
体
験
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
友
人
と
私
が
部
屋
で
語
り
合
う
と
き
、
そ
れ
は
確

か
に
友
人
と
私
以
外
の
他
者
に
は
開
か
れ
て
い
な
い
（
現
れ
て
い
な
い
）
出
来
事
で
あ
る
が
、
友
人
と
私
の
間
に
は
活
動
の
体
験
を
出
現
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
15
） 

活
き
活
き
と
し
た
体
験
を
、
体
験
の
外
部
に
存
す
る
言
葉
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
高
尚
な
思
索
に
耽
る
哲
学
者
の
み
な
ら
ず
、
世
間

の
人
々
に
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
ひ
と
は
、
安
易
な
因
果
論
的
説
明
を
求
め
た
が
る
の
で
は
な
い
か
――
「
彼
女
は

議
長
役
な
ん
だ
か
ら
話
が
上
手
く
て
当
然
だ
」「
彼
女
が
よ
く
し
ゃ
べ
る
の
は
大
阪
出
身
だ
か
ら
だ
」「
血
液
型
は
O
型
だ
か
ら
、
彼
女
は
大
ら

か
な
話
し
方
を
す
る
」
等
々
。
こ
う
し
た
語
り
を
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
語
り
合
いspeech

」
と
は
区
別
し
て
、
ル
ー
テ
ィ
ン
化
さ
れ
た
「
お
喋
り

m
ere talk

」（bloßes G
erede

）
と
呼
ぶ
（H

C
: sec24, p.180; VA

: S.170

）。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
世
人
」
の
批
判
的
分
析
と
重
な

る
も
の
で
あ
る
が
（M

artin H
eidegger, Sein und Zeit, M

ax N
iem

eyer Verlag, 1927, sec.35

―38

）、
ア
ー
レ
ン
ト
は
複
数
の
人
々
が
公

共
的
な
社
会
空
間
に
お
い
て
交
わ
す
会
話
が
必
然
的
に
「
無
駄
話
」
に
陥
る
と
は
考
え
な
い
。

（
16
） 

こ
こ
で
、「
活
動
は
何
か
の
た
め
の
手
段
で
は
な
い
」
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
張
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
活
動
の
意
味
は
「
そ
の
遂
行
そ
の
も

の
の
う
ち
に
存
し
、
そ
の
動
機
や
成
果
の
う
ち
に
は
な
い
」
と
言
う
と
き
（sec.28, p.206

）、
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
活
動
す
る
者
が
「
動
機
」
や

「
目
的
」
を
一
切
持
た
な
い
な
ど
と
い
う
馬
鹿
げ
た
主
張
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
動
機
」
や
「
目
的
」
を
活
動
の
過
程
か
ら
切
り
離
し

て
云
々
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰
で
も
他
者
に
、
自
分
の
行
為
の
動
機
や
目
的
を
告
げ
る
こ
と
は
で
き
る
――

「
僕
が
こ
こ
に
来
た
の
は
○
○
の
た
め
だ
」「
○
○
の
こ
と
が
合
意
さ
れ
な
い
な
ら
我
々
の
話
し
合
い
は
無
意
味
で
あ
る
」
――
が
、
そ
れ
ら
を
他

者
に
言
葉
で
告
げ
た
時
点
で
、
そ
れ
ら
の
動
機
や
目
的
な
る
も
の
の
表
明
は
活
動
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
。
換
言
す
れ
ば
、「
動

機
」
や
「
目
的
」
は
、
互
い
に
「
見
ら
れ
、
聴
か
れ
る
」
体
験
の
地
平
に
お
い
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
っ
て
、
体
験
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

（
17
） 

本
稿
注（
12
）も
参
照
。
こ
の
点
、M

arkell, J. Patchen, “T
ragic R

ecognition: A
ction and Identity in A

ntigone and A
ristotle ”

（Political 
T

heory, vol.31, no.1, 2003

）、
お
よ
び
拙
稿
「
国
無
き
者
を
め
ぐ
っ
て
――
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
と
現
代
政
治
思
想
」（『
理
想
』
六
八
二
号
、

二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
18
） 

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
競
い
合
い
」
の
精
神
は
都
市
国
家
が
成
立
す
る
古
典
期
に
生
起
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
叙
事
詩
が

伝
え
る
神
話
的
英
雄
の
時
代
に
遡
る
。「
つ
ね
に
先
頭
に
立
ち
、
他
に
抜
き
ん
で
る
よ
う
に
せ
よ
」（『
イ
リ
ア
ス
』
第
六
歌
二
〇
八
節
）
と
い
う

ア
ゴ
ー
ン
精
神
の
精
髄
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
や
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
ら
英
雄
神heros
の
生
涯
に
如
何
な
く
現
れ
て
い
る
。「
英
雄
神
的
人
間
の
本
来
の

願
望
は
、
永
遠
の
若
さ
と
神
々
に
等
し
い
性
質
」
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
死
す
べ
き
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
勝
利
者
た
る
自
分
の
名
声
を
後
世

に
伝
え
」
る
こ
と
で
自
ら
を
不
死
に
近
づ
け
よ
う
と
欲
し
た
の
で
あ
る
（
J
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
第
四
巻
（
新
井
靖
一
訳
、
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49 アーレントの「活動」概念の解明に向けて

筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
）、
四
七
頁
以
下
）。
神
話
的
英
雄
た
ち
を
衝
き
動
か
し
た
不
死
な
る
名
声
へ
の
情
熱
は
、
都
市
国
家
の
成
立
と
発
展

の
中
で
、
す
べ
て
の
自
由
市
民
の
行
為
原
理
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
。
民
会
で
の
弁
論
、
法
廷
で
の
攻
防
、
芸
術
作
品
の
競
作
、
運
動
競

技
会
、
等
々
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、「
生
き
て
い
る
あ
い
だ
驚
嘆
の
眼
で
見
ら
れ
、
死
ん
だ
と
き
に
高
い
栄
誉
を
受
け
る
」
べ
く
、
市
民
た
ち
は

激
し
く
競
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
同
上
、
一
四
五
頁
）。

（
19
） 

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、「
個
を
普
遍
の
も
と
へ
完
全
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
国
家
理
念
」
は
「
個
人
を
き
わ
め
て
強
力
に
駆

り
立
て
る
と
い
う
特
性
」
と
不
可
分
で
あ
り
、
国
家
と
い
う
全
体
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
「
ポ
リ
ス
の
名
に
お
い
て
個
人
と
党
派
が
政
治
を
行
な

う
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
（『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
第
一
巻
、
一
一
九
頁
）。
全
体
に
か
か
わ
る
た
め
に
は
個
を
激
し
く
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
は
例
え
ば
、「
市
民
間
で
の
党
派
の
争
い
に
際
し
て
い
ず
れ
の
党
派
に
も
属
さ
な
か
っ
た
者
は
市
民
権
剥
奪atheim

ia

の
制
裁
を
覚
悟
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ソ
ロ
ン
の
立
法
に
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
（
同
上
、
二
九
四
頁
）。
こ
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
コ
メ
ン
ト
を
、
ア
ー
レ

ン
ト
は
五
三
年
七
月
の
ノ
ー
ト
で
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
書
き
付
け
て
い
る
――
「
ギ
リ
シ
ア
の
自
由
と
は
、
意
見
を
持
つ
こ
と
を
ポ
リ
ス
に

強
制
さ
れ
る
こ
とder Polis-Zw

ang zur doxa

で
あ
っ
た
」（D

T
:  X

V
II

﹇6

﹈, S.402

）。
市
民
の
政
治
参
加
は
、
自
ら
が
抱
く
「
観
点
の
特
殊

性
」
を
意
見
（
ド
ク
サ
）
と
し
て
表
明
し
、
異
な
る
意
見
を
持
つ
他
の
市
民
と
競
い
合
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
競
い
合
い
とaristeuein

と
い
う

様
式
」
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
（ibid.

）。
こ
う
し
て
描
き
出
さ
れ
る
「
ゾ
ー
ン
・
ポ
リ
テ
ィ
コ
ン
」
の
姿
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
解
に
従
え
ば
、「
全
体holon

は
必
然
的
に
そ
の
部
分m

eros

に
先
立
つ
」、
す
な
わ
ち

ポ
リ
ス
は
個
々
の
市
民
に
先
立
ち
彼
ら
全
員
を
包
摂
す
る
全
体
で
あ
り
、
全
体
と
部
分
と
は
、「
身
体
全
体
」
に
対
す
る
「
手
足
」
の
関
係
の
よ

う
に
有
機
的
に
調
和
し
て
い
る
（『
政
治
学
』1253a20ff
）。
と
こ
ろ
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
倣
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
捉
え
る
ポ
リ
ス
に
お
い
て

は
、
各
々
の
部
分
（
個
々
の
市
民
）
は
予
め
与
え
ら
れ
た
全
体
の
目
的
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
ユ
ニ
ー
ク
な
部
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

て
他
の
部
分
と
激
し
く
競
い
合
う
の
で
あ
り
、
そ
の
競
い
合
い
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
だ
け
ポ
リ
ス
と
い
う
全
体
が
輝
き
を
増
す
の
で
あ
る
―
―

激
烈
な
競
い
合
い
が
全
体
を
分
裂
さ
せ
、
崩
壊
さ
せ
る
危
険
を
常
に
孕
み
な
が
ら
（cf. W

IP: S.38

）。

（
20
） 

ト
ゥ
ー
キ
ュ
デ
ィ
デ
ー
ス
『
戦
史
』（
岩
波
文
庫
、
上
巻
、
二
二
九
頁
以
下
）。
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