
二
九
七

実
在
と
虚
構
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
理
念
」

1151

１
．
は
じ
め
に

理
論
は
実
践
を
た
だ
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
理
論
は
実
践

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
理
想
と
現
実
は
結
び
つ
く
の

か
、
そ
れ
と
も
結
び
つ
か
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
極
め
て
平
凡
な
問
い
は
、
し
か
し
、

現
実
が
悲
惨
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
切
実
な
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て

来
る
。
二
十
世
紀
後
半
か
ら
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇①
）
が
繰
り
返
し
読
ま
れ
て

き
た
と
い
う
事
情
も
ま
た
、
そ
う
し
た
問
い
と
無
縁
で
は
な
い
は
ず
だ
。

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
（
一
九
〇
六‒

一
九
七
五
）
は
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義②
』
で
、

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
は
政
治
哲
学
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
う
。
な
か
で
も

そ
の
共
通
感
覚
論
は
、
世
界
市
民
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
を
い
わ
ば
共
同
体
感
覚

と
し
て
示
し
て
お
り
、
公
共
領
域
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
大
な
政
治
的
意

味
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
全
体
主
義
を
は
じ
め
と
す
る
二
十
世
紀
の
悪
魔
的
な

政
治
の
問
題
を
「
信
頼
で
き
る
普
遍
的
な
判
断
規
則
」
の
欠
如
や
「
コ
モ
ン
セ
ン
ス

の
退
化
」
に
見
て
い
た③
彼
女
に
と
っ
て
は
、
コ
モ
ン
セ
ン
ス
の
復
権
が
、
悲
惨
な
政

治
的
出
来
事
に
対
す
る
い
わ
ば
処
方
箋
と
し
て
、
優
れ
て
実
践
的
な
問
題
と
し
て
理

解
さ
れ
て
お
り④
、こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
第
三
『
批
判
』
が
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
ア
レ
ン
ト
の
読
解
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル

（
一
九
二
四‒

一
九
九
八
）
は
根
本
的
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
彼
女
は
カ
ン
ト
が
「
規

範
」
や
「
理
念
」
と
し
て
提
出
し
て
い
る
問
題
を
、
誤
っ
て
現
実
の
共
同
体
に
適
用

し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論
か
ら
引
き
出
せ
る
共
同
体
と
は
せ
い
ぜ
い
、
知

性
な
し
の
感
情
共
同
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
れ
こ
そ
が
そ
う
し
た

政
治
的
犯
罪
の
材
料
に
な
っ
て
い
た
。
リ
オ
タ
ー
ル
は
そ
う
考
え
、
カ
ン
ト
の
共
通

感
覚
論
は
、
ア
レ
ン
ト
の
よ
う
な
「
社
会
学
的
読
解
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
超
越

論
的
読
解
」
を
要
請
し
て
い
る
と
言
う
。

本
論
で
は
、
ア
レ
ン
ト
と
リ
オ
タ
ー
ル
と
い
う
、
と
も
に
カ
ン
ト
美
学
が
は
ら
む

政
治
的
射
程
を
問
題
に
し
た
二
人
の
思
想
家
に
注
目
す
る
。
彼
ら
は
と
も
に
第
三

『
批
判
』
を
、
現
実
社
会
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
読
解
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
好
対

照
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
彼
ら
の
議
論
は
必
ず
し
も
か
み

合
っ
て
い
な
い
。
思
う
に
そ
れ
は
、
両
者
が
す
で
に
没
し
て
い
る
と
い
う
事
情
だ
け

で
な
く
、
対
立
す
る
解
釈
の
争
点
が
明
確
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
深
め
ら
れ
て
い

な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
彼
ら
の
議
論
を
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
上
か
ら
再
構
成
す
る
。
ま

ず
、
彼
ら
の
読
解
が
単
な
る
誤
解
や
曲
解
の
類
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
論
理

で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
明
確
に
す
る
べ
く
、
両
者
の
読
解
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
際
立
た

せ
、
そ
の
対
立
点
を
示
す
（
第
二－

三
節
）。
次
に
、
彼
ら
の
解
釈
を
真
剣
に
受
け
止

め
、
そ
れ
を
よ
り
一
層
深
め
る
と
き
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
「
理
念
」
の

問
題
に
収
斂
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
第
四
節
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
共
通
感
覚
を
め

ぐ
る
二
人
の
解
釈
者
た
ち
の
対
立
が
、
単
に
解
釈
上
の
対
立
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

実
在
と
虚
構
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
理
念
」

―
カ
ン
ト
共
通
感
覚
論
を
め
ぐ
る
ア
レ
ン
ト
と
リ
オ
タ
ー
ル
―
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く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
思
考
そ
の
も
の
が
は
ら
む
緊
張
や
葛
藤
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

２
．
共
通
感
覚
か
ら
世
界
市
民
へ

ア
レ
ン
ト
は
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
』
を
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。「
カ
ン
ト

の
政
治
哲
学
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
は

ら
ん
で
い
る
。
多
く
の
哲
学
者
〔
…
〕
と
は
違
っ
て
、
彼
は
決
し
て
政
治
哲
学
を
書

か
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の
文
献
は
莫
大
に
あ
る
が
、
彼
の
政
治
哲
学
に
つ

い
て
の
本
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
」（L

K
P

P, p.7
/

三
頁
）。
そ
し
て
彼
女
は
そ
の

二
ペ
ー
ジ
先
で
こ
う
言
う
。「〔
…
〕
私
は
、
カ
ン
ト
が
そ
の
人
生
の
短
さ
の
せ
い
で

『
第
四
批
判
』
を
書
け
な
か
っ
た
、と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
第
三

批
判
、『
判
断
力
批
判
』〔
…
〕
が
、
カ
ン
ト
の
偉
大
な
仕
事
の
中
で
、
そ
れ
が
な
け

れ
ば
不
在
と
な
っ
て
し
ま
う
著
作
に
な
る
べ
き
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
」（L

K
P

P, 

p.9
/

七
頁
）。
中
で
も
、「『
判
断
力
批
判
』
の
う
ち
「
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
判
断
力
の

批
判
」
は
、
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
の
う
ち
で
、
お
そ
ら
く
最
も
偉
大
で
最
も
独
創
的

な
面
を
含
ん
で
い
る⑤
」。
通
常
は
美
や
芸
術
な
ど
に
か
か
わ
る
と
さ
れ
る
第
三
『
批

判
』
第
一
部
に
、
政
治
哲
学
を
読
み
込
も
う
と
す
る
ア
レ
ン
ト
の
読
解
は
、
非
常
に

奇
妙
な
も
の
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
も
の
に
思
え
る
。
し
か
し
、
彼
女
が
ま
っ
た
く

の
思
い
つ
き
で
読
解
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
こ
で
言
わ
れ
る
カ
ン

ト
の
「
政
治
哲
学
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
？
な
ぜ
、
そ
し
て
、
ど
う
や
っ
て
、

そ
れ
を
美
学
や
目
的
論
の
古
典
と
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
求
め
る
の
か⑥
？

彼
女
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
第
三
『
批
判
』（
た
と
え
ば
そ
の
第
六
十
五
節
の
注
で
の

ア
メ
リ
カ
の
独
立
運
動
へ
の
言
及
な
ど
）
を
境
に

―
「
さ
ら
に
意
味
あ
り
げ
な
こ
と

に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
年
、
一
七
八
九
年
以
降
に
」

―
カ
ン
ト
の
関
心
が
政
治
的

な
諸
問
題
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（L

K
P

P, p
p.15-16

/

一
六－

一
七
頁
）。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
と
い
う
点
で
は
、
カ
ン
ト
的
な
共
通
感

覚
こ
そ
が
、彼
女
に
そ
う
し
た
読
解
を
許
す
根
拠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
女
が
最
も
重
視
す
る
箇
所
の
一
つ
は
第
三
『
批
判
』
第
四
十
節
に
あ
る
次
の
部
分

で
あ
る
。

し
か
し
、
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ー
ニ
ス
と
い
う
表
現
の
も
と
に
は
、
あ
る

gem
ein

sch
aftlich

⑦
な
感
覚
と
い
う
理
念
が
、
つ
ま
り
、
そ
の
反
省
に
お
い
て
、

他
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
表
象
様
式
を
（
ア
プ
リ
オ
リ
に
）
考
慮
す
る
ひ
と
つ
の
判
断

力
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い・

・

・
わ
ば
そ
の
判
断
と
人
間
的
理
性
の
全
体

と
を
比
較
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
個
々
の
主
観
的
諸
条
件
か
ら
生
じ
て
い
る

の
に
簡
単
に
客
観
的
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
、
判
断
に
有
害
な
影
響
を
与
え

る
錯
覚
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。（K

U
293f.

）

論
の
進
行
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
、
カ
ン
ト
の
主
張
を
再
構
成
し
て
お
こ
う
。
こ
こ

で
の
「
判
断
力
」
や
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ー
ニ
ス
」
と
い
っ
た
語
は
、
通
常
、
何
か

が
美
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
美
的
な
経
験
に
関
わ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
と
お
り
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
の
語
は
、
い
わ
ゆ
る
「
常
識com

m
on

 

sen
se

」
と
は
区
別
さ
れ
た
独
自
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、第
二
十
節
で

両
者
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。「
だ
か
ら
そ
れ
〔
趣
味
判
断
〕
は
、あ
る
主

観
的
な
原
理
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
理
は
、
何
が
快
く
て
何
が

不
快
かw

as gefalle oder m
issfalle

を
、
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ひ
た
す
ら

感
情
に
よ
っ
て
の
み
、
と
は
い
え
普
遍
妥
当
的
に
規
定
す
る
」（K

U
238

）。
常
識
的

4

4

4

に
は

4

4

、（
た
と
え
ば
）
い
び
つ
な
四
角
よ
り
も
正
四
角
形
の
方
が
好
ま
し
い
と
い
う
こ

と
が
（「
い
び
つ
」
や
「
正
」
と
い
う
語
か
ら
分
か
る
よ
う
に
）
概
念
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

判
断
さ
れ

る
。
し
か
し
趣
味
と
し
て
は

4

4

4

4

4

4

、
そ
う
し
た
選
択
は
も
っ
ぱ
ら
感
情
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

、
し
か

4

4

も
普
遍
的
に
妥
当
す
る
仕
方
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

判
断
さ
れ
る
（K

U
241f.

）。
趣
味
が
、
感
覚
的
だ
が
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万
人
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
と
は
い
え
、
趣
味
が
三
角
形
の
よ
う
に

定
義
可
能
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
「
共
通
感
覚
」
を
前
提
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
、
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
。

さ
て
、
上
の
一
節
を
ア
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

カ
ン
ト
の
意
味
に
し
た
が
え
ば
、
共
通
感
覚
と
は
セ
ン
ス
ス
・
プ
リ
バ
ー
ト
ゥ

ス
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
、共
同
体
感
覚com

m
u

n
ity sen

se

、セ
ン
ス
ス
・

コ
ム
ー
ニ
ス
で
あ
る
。
こ
の
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ー
ニ
ス
と
は
、
判
断
が
万
人
の

う
ち
で
訴
え
か
け
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
可
能
な
訴
え
こ
そ
が
、
判

断
に
特
別
な
妥
当
性
を
与
え
て
い
る
の
だ
。私
に
‐
快
い
か
‐
快
く
な
い
かth

e 

it-pleases-or-displeases-m
e

、こ
れ
は
ひ
と
つ
の
感
じ
と
し
て
ま
っ
た
く
私

的
で
非
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
こ
の

共
同
体
感
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
他
人
や
そ
の
他
人
の

感
情
を
考
慮
に
入
れ
る
よ
う
な
反
省
に
よ
っ
て
、
こ
の
感
じ
が
一
度
変
形
さ
れ

る
と
、そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
だ
。（L

K
P

P, 

p.72
/

一
一
一
頁
）

「ein
er gem

ein
sch

aftlich
er S

in
n

〔
あ
る
共
通
の
感
覚
〕」
を
「com

m
u

n
ity 

sen
se

〔
共
同
体
感
覚
〕」
と
翻
訳
し
つ
つ
、
ア
レ
ン
ト
は
、
美
し
い
も
の
に
出
会
っ

た
と
き
の
こ
の
私
的
な
感
情
を
、
人
間
的
な
発
話
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
結
び

つ
け
る
。
実
際
カ
ン
ト
自
身
、
趣
味
の
問
題
は
論
証
可
能
な
も
の
を
め
ぐ
る
議
論
の

よ
う
に
「
論
議
す
るd

isp
u

tieren

」（K
U
338

）
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
は
い
え

「
論
争
す
るstreiten

」（ibid.

）
こ
と
は
で
き
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
論
証

可
能
な
真
理
に
お
い
て
は
議
論
の
結
果
へ
の
同
意
が
強
要
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
共
通
感
覚
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、「
ひ
と
は
他
の
み
な

の
同
意
を
『
せ
が
むw

oo

』
か
『
乞
い
求
め
るcou

rt

』
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
し

て
こ
の
説
得
活
動
に
お
い
て
、
ひ
と
は
実
際
に
あ
の
『
共
同
体
感
覚
』
に
訴
え
て
い

る
の
だ
」（L

K
P

P, p.72
/

一
一
一
頁
）。

さ
て
、
こ
う
し
た
「
共
同
体
感
覚
」
へ
の
訴
え
が
展
開
さ
れ
る
場
所
こ
そ
、
ア
レ

ン
ト
が
「
公
的
領
域
」
や
「
共
通
世
界
」（
あ
る
い
は
「
世
界
性
」、「
客
観
的
な
世
界
」）

な
ど
と
呼
ぶ
政
治
の
領
域
だ
。
こ
の
共
同
体
感
覚
を
別
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ

は
「
事
柄
を
自
分
自
身
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
い
る
あ

ら
ゆ
る
人all th

ose w
h

o h
appen

 to be presen
t

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
見

る
能
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
し
、「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
〔
…
〕
政
治
的
な
存
在
と
し
て
の

人
間
が
も
つ
根
本
的
な
能
力
の
一
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」（C

C
, p.218

/

二
九
九

頁
）。
な
ぜ
な
ら
、人
と
共
通
す
る
好
み
や
価
値
観
が
同
類
意
識
を
生
み
出
す
よ
う
に
、

カ
ン
ト
的
な
「
趣
味
」
や
「
共
通
感
覚
」
は
、「
私
的
感
情
の
対
極
」
で
あ
り
「
自
分

が
ど
の
よ
う
な
人
格
で
あ
る
か
」（C

C
, p.219

/

三
〇
二－

三
〇
三
頁
）
を
、
さ
ら
に
は

「
こ
の
世
界
が
〔
…
〕
ど
の
よ
う
に
見
聞
き
さ
れ
る
べ
き
か
、人
び
と
は
こ
の
世
界
の

う
ち
で
今
後
何
を
見
聞
き
す
る
の
か
」
を
示
し
て
さ
え
い
る
（C

C
,p.219

/

三
〇
一
頁
）

か
ら
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
結
局
の
と
こ
ろ
人
は
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
純
粋
な
事

実
か
ら
、
世
界
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
の
『
世
界
市
民
的
実
存
』

な
の
だ
」（L

K
P

P, p.76
/

一
一
七
頁⑧
）。
ア
レ
ン
ト
が
カ
ン
ト
に
見
た
「
共
同
体
感
覚
」

は
、
最
終
的
に
は
世
界
市
民
的
な
共
同
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
美
学
は
、

『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』に
見
ら
れ
る
よ
う
な
世
界
市
民
の
哲
学
の
先
取
り
と
み
な
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
共
通
感
覚
は
、
文
化
や
教
育
や
政
治
と
い
っ
た
現
実
の
諸
問
題
と

結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
復
活
が
叫
ば
れ
る
こ
と
に
な
る⑨
。

と
は
い
え
、
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
公
共
空
間
、
さ
ら

に
は
世
界
市
民
（
と
そ
の
政
治
的
判
断
）
に
結
び
つ
け
る
彼
女
の
論
述
は
、
そ
れ
自
体

が
ま
る
で
「
同
意
を
乞
い
求
め
、
せ
が
ん
で
い
る
」
か
の
よ
う
で
あ
り
、
疑
い
よ
う

の
な
い
ほ
ど
の
明
確
さ
を
持
っ
た
論
証
と
な
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
思
想
の
分
野
に
お
い
て
彼
女
が
持
ち
え
た
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影
響
力
を
考
え
て
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
彼
女
は
何
か
具
体
的
な
確
信

を
持
っ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
が
思
わ
ず
そ
こ
に
何
ら
か
の
希
望
を
見
出
し
た
く
な
る

よ
う
な
魅
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
同
じ
く
ら
い
明
ら
か
な
こ
と

だ
。
彼
女
の
読
解
に
は
危
う
さ
と
魅
力
が
混
在
し
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
、
彼
女
の
読
解
に
対
す
る
典
型
的
な
批
判
を
見
る
こ
と
で
、
彼
女
の

解
釈
上
の
問
題
点
を
明
確
に
し
よ
う
。

３
．
社
会
学
的
読
解
と
超
越
論
的
読
解

い
く
つ
も
あ
る
例
の
な
か
か
ら
一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。
ア
レ
ン
ト
は
、
と
り
わ

け
ア
メ
リ
カ
で
顕
著
な
、
市
民
の
自
発
性
や
市
民
的
組
織
の
増
加
に
、〈
国
民
国

家
〉
を
使
っ
て
脅
迫
を
行
う
全
体
主
義
に
対
す
る
〔
…
〕、一
種
の
防
衛
な
い
し

は
抵
抗
を
見
て
と
っ
た
。
黒
人
と
白
人
の
小
学
生
を
と
も
に
強
制
バ
ス
通
学
さ

せ
る
こ
と
を
め
ぐ
る
対
立
や
危
機
に
あ
っ
て
、
ア
レ
ン
ト
は
、〔
黒
人
と
白
人

の
〕
学
童
人
口
の
混
合
化
を
推
し
進
め
る
連
邦
処
置
を
無
理
矢
理
実
施
す
る
こ

と
に
対
し
て
、
家
族
や
地
方
当
局
が
行
う
抵
抗
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
市
民
社
会
が
、〔
実
際
の
〕
経
験
と
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
で
布
告
さ
れ
た
法
律

〔
…
〕
に
対
し
て
、個
人
や
地
方
の
具
体
的
な
自
由
を
守
る
方
法
を
自
発
的
に
組

織
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
能
力
の
う
ち
に
、
理

論
も
基
準
も
な
し
に
具
体
的
根
本
的
に
判
断
す
る
能
力
、
す
べ
て
の
人
に
共
有

さ
れ
る
よ
う
な
能
力
の
反
響
を
聞
き
と
っ
て
い
る
。
以
上
が
、
彼
女
が
カ
ン
ト

の
第
三
『
批
判
』
に
そ
の
基
盤
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
、〈
共
通
感
覚
〉
な
い
し

良
識
な
の
で
あ
る⑩
。

リ
オ
タ
ー
ル
は
「
生
き
残
り
：
ア
レ
ン
ト
」
と
題
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
こ
う
述
べ
た
あ

と
、
た
だ
ち
に
付
け
加
え
て
い
る
。「
こ
こ
で
も
う
一
度
言
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
、
カ

ン
ト
的〈
共
通
感
覚
〉の
不
当
な
社
会
学
的
読
解
と
い
う
代
価
を
払
っ
て
い
る
」（ibid.

）。

『
熱
狂

―
カ
ン
ト
の
歴
史
批
判
』
と
い
う
著
作
で
、
ア
レ
ン
ト
と
は
別
の
論
理
か
ら
、

第
三
『
批
判
』
を
一
種
の
政
治
哲
学
（
な
い
し
歴
史
哲
学
）
の
書
だ
と
み
な
し
た
リ
オ

タ
ー
ル
は
晩
年
、
彼
女
の
共
通
感
覚
解
釈
を
何
度
も
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
、
彼
は
ど

う
い
う
点
で
彼
女
の
読
解
が
不
当
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

問
題
を
共
通
感
覚
に
絞
っ
た
う
え
で
、
彼
の
批
判
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な

る
。
リ
オ
タ
ー
ル
は
「
セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ー
ニ
ス

―
発
生
状
態
の
主
観⑪
」
と
い
う

テ
ク
ス
ト
で
、カ
ン
ト
的
な
共
通
感
覚
論
の
「
超
越
論
的
読
解
」（S

C33

）
を
提
案
す

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
的
な
共
通
感
覚
で
は
、
一
人
の
「
主
観
」
な
ど
問
題

に
な
ら
な
い⑫
。
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
共
通
感
覚
は
も
っ
ぱ
ら
「
理
念
」

や
「
規
範
」
と
し
て
導
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
現
実
の
共
同
体
と
混
同
す
る
こ
と

は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
端
的
に
間
違
い
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
セ
ン
ス
ス
・
コ

ム
ー
ニ
ス
は
素
描
に
と
ど
ま
る
。〔
…
〕
決
定
可
能
な
感
情
共
同
体
な
ど
な
い
し
、事

実
上
の
感
情
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
も
な
い
。
も
し
も
感
情
共
同
体
に
訴
え
よ
う
と
し
た

り
、
ま
し
て
や
そ
れ
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
超
越
論
的

仮
象
の
犠
牲
者
で
あ
り
、ペ
テ
ン
を
奨
励
す
る
こ
と
に
な
る
」（S

C41

）。
む
し
ろ
「
ア

ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
」
や
（
五
十
六
年
の
）「
ブ
タ
ペ
ス
ト
」、（
シ
ベ
リ
ア
の
）「
コ
リ
マ
川
」、

「
一
九
六
八
年
」（
の
五
月
）
と
い
っ
た
固
有
名
詞
は
、「
あ
る
理
念
と
そ
れ
を
『
実
現
』

し
よ
う
と
呈
示
さ
れ
る
も
の
と
の
間
の
回
復
不
可
能
な
隔
た
り
」
を
示
し
て
い
る⑬
。

い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
な
幻
想
や
犯
罪
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ

る
感
情
の
直
接
的
な
共
有
を
食
い
物
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
」（S

C40

）。
む
し

ろ
、
彼
女
が
拠
り
所
に
す
る
よ
う
な
「
共
同
体
感
覚
」
こ
そ
が
大
衆
扇
動
の
格
好
の

材
料
と
な
り
え
た
、
と
リ
オ
タ
ー
ル
は
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
が
ア
レ
ン
ト

の
カ
ン
ト
解
釈
だ
け
で
な
く
、
そ
の
共
同
体
感
覚
を
も
と
に
し
た
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
と
い
っ
た
発
想
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
お
の
ず

か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
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あ
る
い
は
、
す
で
に
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
が
、
リ
オ
タ
ー
ル
に
宛
て
た
テ
ク
ス
ト

で
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
世
界
性
」な
ど
の
語
を
使
う
ア
レ
ン
ト
の
発
想
は
か
な
り
ハ

イ
デ
ガ
ー
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
の
、「
も
し
も
以
上
の
こ
と〔
ア
レ
ン
ト
の

言
い
回
し
〕
の
う
ち
に
い
く
ら
か
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
入
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

た
だ
ち
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
最
終
的
に

は
判
断
の
主
観
主
義
的
な
解
釈
へ
と
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
カ
ン
ト
で
あ
る（
そ
れ
は
カ

ン
ト
書
の
カ
ン
ト
で
は
な
い
）⑭
」。
ア
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、趣
味
や
共
通
感
覚
を
め
ぐ
る

議
論
は
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で
、
個
々
の
主
観
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う

経
験
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
こ
と
、反
対
に
、リ
オ
タ
ー
ル
（
ら
）
に

と
っ
て
は
趣
味
や
共
通
感
覚
は
徹
頭
徹
尾
、
超
越
論
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う⑮
。

実
際
、
ア
レ
ン
ト
の
読
解
は
（
彼
女
が
引
き
合
い
に
出
す
「
共
通
感
覚
」
や
「
判
断
力
」

の
概
念
史
に
つ
い
て
は
別
に
し
て
も
）、テ
ク
ス
ト
解
釈
の
上
で
は
、カ
ン
ト
が
言
う
「
余

談E
pisode

」（K
U
295

）
を
真
面
目
に
受
け
取
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
と
い
う
の
も
、

先
ほ
ど
の
第
四
十
節
か
ら
の
引
用
の
次
の
段
落
で
、
共
通
感
覚
は
そ
の
「
ア
プ
リ
オ

リ
」
と
い
う
特
徴
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
他
の
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
立
場
に
な
る
こ
と
」

（K
U
294

）、
偏
狭
や
視
野
の
狭
い
心
を
脱
し
た
「
拡
張
さ
れ
た
考
え
方ein

e 

erw
eiterte D

en
ku

n
gsart

」（ibid.

）
と
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
次
元
に
あ
る
は
ず

の
共
通
感
覚
は
経
験
的
な
領
域
へ
と
、「
普
通
の
人
間
悟
性
〔
＝
常
識
〕」（ibid.
）
の

領
域
へ
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
再
び
段
落
を
代
え
て
カ
ン
ト
は
言
う
。

「
こ
う
し
た
余
談
に
よ
っ
て
途
切
れ
た
よ
り
糸
を
ふ
た
た
び
手
繰
り
寄
せ
て
、こ
う
言

お
う
。
趣
味
は
、健
全
な
悟
性
〔
＝
常
識
〕
よ
り
も
ま
す
ま
す
多
い
権
利
を
も
っ
て
、

セ
ン
ス
ス
・
コ
ム
ー
ニ
ス
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（ibid.

）。
こ
の
よ
う
に
、
趣

味
判
断
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
「
ひ
と
は
実
際
に

4

4

4

あ
の
『
共
同
体
感
覚
』
に
訴
え

て
い
る
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
言
い
、
世
界
市
民
的
共
同
体
を
「
人
間
で
あ
る
と
い

う
純
粋
な
事
実

4

4

」（
同
上
）
か
ら
説
明
し
て
い
た
彼
女
の
解
釈
は
、
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス

ト
の
「
余
談
」
を
最
大
限
重
視
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
カ
ン
ト

が
「
理
想
的
規
範
」
や
「
理
念
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
経
験
的
で
も
現
実
的
で
も
あ
り
得

な
い
も
の
（
見
え
な
い
も
の
）
を
、経
験
的
で
現
実
的
な
も
の
（
見
え
る
も
の
）
だ
と
考

え
て
い
る⑯
。
要
す
る
に
彼
女
は
、
カ
ン
ト
が
厳
密
に
区
別
し
た
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
）
共

通
感
覚
と
、（
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
）
常
識
と
を
混
同
し
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
問
題
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
リ
オ
タ
ー
ル
が
ア
レ
ン
ト
の
解
釈

に
何
か
危
険
な
も
の
を
見
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
危
険
そ
の
も
の
（
カ
ン
ト
が
「
す

り
替
えS

u
breption

」
と
呼
ぶ
は
ず
も
の
）
は
、『
批
判
』
書
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
お

そ
ら
く
本
質
的
で
必
然
的
な
、
ほ
と
ん
ど
不
可
避
の
危
険
に
属
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
ら
だ
。
事
実
、
後
述
す
る
よ
う
に
カ
ン
ト
自
身
が
、
こ
の
「
理
念
」
は
客
観
的

に
実
在
す
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
お
そ
ら
く
問
題
は
単
に
、第
三『
批

判
』
の
内
部
で
、
共
通
感
覚
と
い
う
理
念
が
現
実
に
適
用
で
き
る
と
言
え
る
か
ど
う

か
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
理
念
に
ま
つ
わ
る
カ
ン
ト
的
思
考
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
問
題
に
な

る
は
ず
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
理
念
は
客
観
的
に
実
在
す
る
の
か
し
な
い
の
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
こ

れ
が
問
題
に
な
る
は
ず
だ
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
な
い
と
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
ア
レ

ン
ト
に
対
す
る
批
判
は
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
る
だ
ろ
う⑰
。

４
．
理
論
的
虚
構
か
、
客
観
的
実
在
か

理
想
と
現
実
、
権
利
上
の
も
の
と
事
実
上
の
も
の
、
こ
れ
を
混
同
し
て
は
な
ら
な

い
。
平
た
く
言
え
ば
、
こ
れ
が
ア
レ
ン
ト
に
対
す
る
リ
オ
タ
ー
ル
の
批
判
だ
。
し
か

し
、
カ
ン
ト
が
導
入
す
る
共
通
感
覚
と
い
う
理
念

4

4

は
、
美
や
趣
味
の
普
遍
性
（
お
よ
び

必
然
性
）
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。「
そ
れ
ゆ
え
、

あ
る
共
通
感
覚
が
存
在
す
る
〔
…
〕
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
み
、
繰
り
返
す
が
、

こ
う
し
た
共
通
感
覚
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
み
、
趣
味
判
断
は
下
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
」（K

U
238

）。
共
通
感
覚
を
め
ぐ
る
ア
レ
ン
ト
対
リ
オ
タ
ー
ル
の
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構
図
で
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
問
題
は
、
こ
の
前
提
が
ど
う
い
う
前
提
な
の
か
で

あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、こ
の
共
通
感
覚
と
い
う
理
念

4

4

は
、客
観
的
な
実
在
性
を
も
っ

た
「
構
成
的
理
念
」
な
の
か
、そ
れ
と
も
（
魂
の
不
死
や
神
の
実
在
の
よ
う
な
）
わ
れ
わ

れ
の
認
識
を
（
際
限
の
な
い
仕
方
で
は
な
く
）
う
ま
く
拡
張
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
暫

定
的
に
必
要
な
「
統
制
的
理
念
」
な
の
か
。
共
通
感
覚
は
、
客
観
的
に
実
在
す
る
の

か
、
そ
れ
と
も
理
論
的
な
虚
構
な
の
か
、
こ
れ
が
問
題
だ
。

と
は
い
え
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
問
題
に
し
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
さ
し
あ
た

り
「
構
成
的k

on
stitu

tiv
」
と
「
統
制
的regu

lativ

」
と
を
区
別
し
て
い
る
『
純

粋
理
性
批
判⑱
』
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
へ
の
付
録
」、「
純
粋
理
性
の
理
念
の
統
制
的

使
用
に
つ
い
て
」（K

R
V, A642/B670f.

）
を
参
照
し
よ
う
。

カ
ン
ト
は
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
で
、
経
験
を
超
え
て
推
論
し
よ
う
と
す
る
傾
向

を
持
つ
理
性
に
対
し
て
、
適
切
な
予
防
策
（
そ
れ
が
「
批
判
」
だ
）
が
な
け
れ
ば
、
つ

い
に
は
仮
象
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
、
理
念
の
二
つ
の
使
い
方
に
注
意

を
促
し
て
い
る
。

超
越
論
的
な
諸
理
念
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
対
象
の
概
念
が
与
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
、
構
成
的
使
用
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
。〔
…
〕

し
か
し
反
対
に
、
超
越
論
的
な
理
念
は
、
卓
越
し
た
不
可
欠
必
然
的
な
統
制
的

使
用
を
、
つ
ま
り
悟
性
を
あ
る
種
の
目
標Z

iel

に
向
け
る
統
制
的
使
用
を
有
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
目
標
を
目
指
し
て
、
悟
性
の
全
規
則
の
方
向
線
が
一
点
に

向
け
て
集
ま
る
わ
け
だ
。
こ
の
一
点
と
は
、
な
る
ほ
ど
単
な
る
理
念
（focu

s 

im
agin

ariu
s

〔
虚
焦
点
〕）
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
点
が
可
能
な
経
験

領
域
の
全
く
外
部
に
あ
る
こ
と
で
、
諸
々
の
悟
性
概
念
が
現
実
に
は
そ
こ
か
ら

出
発
す
る
こ
と
の
な
い
一
点
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
一
点

は
、
こ
れ
ら
の
悟
性
概
念
に
対
し
て
、
最
大
の
拡
張
と
並
ん
で
最
大
の
統
一
と

を
与
え
る
の
に
役
立
つ
の
で
あ
る
（K

R
V, A644/B672

）

た
と
え
ば
「
健
康
」
は
、
経
験
の
中
で
そ
れ
に
完
全
に
当
て
は
ま
る
現
象
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
概
念
だ
。
こ
れ
は
理
性
が
生
み
出
す
理
論
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

だ
が
、
た
と
え
ば
患
者
の
治
療
の
た
め
に
役
に
立
ち
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
だ
（
こ
れ
が
な
い
と
「
治
療
」
と
い
う
概
念
自
体
が
成
り
立
た
な
い
）。
同
じ
こ
と

が
可
能
な
経
験
的
認
識
す
べ
て
に
も
言
え
る
。
経
験
的
認
識
は
悟
性
（
と
感
性
と
構
想

力
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
実
は
そ
の
背
後
で
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
な
認

識
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
役
に
立
ち
、そ
の
た
め
に
必
要
な
「
超
越
論
的
な
理
念
」

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、こ
れ
は「
体
系
的
な
も
の

4

4

4

4

4

4das S
ystem

atisch
e

」

（K
R

V, A645/B673

）
だ
。
し
か
し
、
こ
の
理
念
は
あ
く
ま
で
理
性
が
つ
く
る
理
論
的

な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
、
た
と
え
ば
そ
れ
が
客
観
的
に
実
在
す
る
な
ど
と
誤

解
す
る
と
こ
ろ
に
間
違
い
が
生
じ
る
。
あ
く
ま
で
そ
れ
は
、
可
能
な
経
験
の
「
最
大

の
拡
張
と
最
大
の
統
一
」（K

R
V, A644/B672

）、体
系
的
な
認
識
や
認
識
体
系
と
い
う

必
要
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
る
虚
構
（
と
は
い
え
こ
の
場
合
に
は
「
不
可
欠
で
必
然
的
な
」

（K
R

V
, A645/B673

）
虚
構
）
に
す
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
理
念
は
「
理
性

の
仮
説
的
使
用
」（K

R
V, A647/B675

）
で
し
か
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
。

さ
て
問
題
は
、「
共
通
感
覚
」
が
実
際
に
存
在
す
る
対
象
に
か
か
わ
る
も
の
と
し

て
、い
わ
ば
事
実
上
の
も
の
な
の
か
、そ
れ
と
も
単
に
必
要
な
理
論
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
し
て
、
い
わ
ば
権
利
上
の
も
の
な
の
か
、
だ
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
こ
の
問
い
は

『
判
断
力
批
判
』
の
カ
ン
ト
自
身
が
立
て
て
い
た
。

共
通
感
覚
と
い
う
こ
の
未
規
定
な
規
範
は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
現
実
に
前
提

さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
不
遜
に
も
趣
味
判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
が
こ
の

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
共
通
感
覚
は
経
験
の
可

能
性
に
つ
い
て
の
構
成
的
原
理
と
し
て
存
在
す
る

4

4

4

4es gebe

の
か
。
そ
れ
と
も
、
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理
性
の
よ
り
高
次
の
原
理
が
、
ま
ず
も
っ
て
一
層
高
次
の
諸
目
的
の
た
め
に
共

通
感
覚
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
み
出
す
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
統
制

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

的
原
理
に
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

に
す
ぎ
な
い
の
か
。
し
た
が
っ
て
、
趣
味
は
一
つ
の
根
源

的
で
自
然
な
能
力
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
さ
ら
に
獲
得
さ
れ
る
べ
き
技
巧
的
な

kü
n

stlich
な
能
力
の
理
念
に
過
ぎ
な
い
の
か
。〔
…
〕（K

U
240 ;

傍
点
は
引
用
者

に
よ
る
）

し
か
し
な
が
ら
、さ
し
あ
た
り
カ
ン
ト
は
こ
の
問
い
に
答
え
を
与
え
て
い
な
い
。「
こ

の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
探
求
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
ま
た
探
求
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
」（ibid

.

）。
第
三
『
批
判
』
で
は
、
こ
の
点
は
最
後
ま
で
明
言
さ

れ
ず
、
未
決
定
な
ま
ま
に
留
ま
る
。

第
一
『
批
判
』
で
も
カ
ン
ト
の
立
場
は
揺
れ
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う

の
は
、先
ほ
ど
の
「
理
性
の
仮
説
的
使
用
」
と
い
う
言
い
回
し
に
反
す
る
か
の
よ
う
に
、

こ
の
「
根
源
的
な
力ursprüngliches V

erm
ögen

」
が
、（
単
な
る
仮
説
で
は
な
く
）
客

観
的
実
在
性
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
先
述
の
「
付
録
」

で
カ
ン
ト
は
、
可
能
な
経
験
の
体
系
的
統
一
を
認
識
能
力
の
体
系
的
統
一
か
ら
説
明
し

よ
う
と
し
て
、「
根
本
力G

rundkraft

」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。

し
か
し
、
悟
性
の
超
越
論
的
使
用
に
注
意
が
払
わ
れ
る
場
合
に
次
の
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
根
本
力
一
般
と
い
う
こ
の
理
念
は
、
単
に
仮
説
的

使
用
の
た
め
の
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
な
実
在

性
を
言
い
た
て
てvorgeben

い
る
〔
…
〕
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
が
か
つ
て
さ
ま
ざ
ま
な
力
の
一
致
を
試
み
た
こ
と
が
な
く
て
も
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
や
っ
て
も
そ
う
し
た
一
致
を
発
見
す
る
試
み
に

失
敗
す
る
場
合
で
す
ら
、わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
で
も
そ
れ
を
前
提
に
す
る
か
ら
だ
。

（K
R

V, A650/B678

）

「
根
本
力
」
は
客
観
的
に
実
在
す
る
。
少
な
く
と
も
第
一
『
批
判
』
の
カ
ン
ト
は
そ

う
言
い
た
げ
だ
。
こ
の
一
節
を
第
三
『
批
判
』
の
次
の
一
節
と
突
き
合
わ
せ
る
と
き
、

第
三
『
批
判
』
に
お
い
て
も
ま
た
、
共
通
感
覚
は
諸
能
力
の
一
致
か
ら
く
る
満
足
と

し
て
、
十
分
に
そ
の
客
観
的
な
実
在
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
、
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
理
性
は
、
諸
理
念
（
こ
れ
ら
の
理
念
に
対
し
て
理
性
は
道
徳
感
情
の
う
ち
で

直
接
的
な
関
心
を
引
き
起
こ
す
）
が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
こ
と
に
も
関
心
を

持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、自
然
が
少
な
く
と
も
あ
る
痕
跡S

pu
r

を
示
す
か
、あ

る
い
は
、示
唆W

in
k

を
与
え
る
こ
と
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

自
然
の
諸
産
物
と
、
あ
ら
ゆ
る
関
心
か
ら
独
立
し
た
わ
れ
わ
れ
の
満
足
〔
…
〕

と
が
合
法
則
的
に
合
致
す
る
と
想
定
す
べ
き
何
ら
か
の
根
拠
を
、
自
然
が
み
ず

か
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
、
痕
跡
な
い
し
示
唆
で
あ
る
。（K

U
300

）

こ
こ
で
は
、
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
満
足
が
客
観
的
な
自
然
の
対
象
と
合
致
す
る
と
い

う
こ
と
を
想
定
す
る
べ
き
そ
の
根
拠
が
、
ま
さ
に
自
然
の
う
ち
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

と
言
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
（
わ
れ
わ
れ
が
仮
説
に
よ
っ
て
自
然
の
う
ち
に
持
ち
こ
む
の
で
は
な

く
）
自
然
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

4

が
示
唆
し
て
い
る
、
と
。
こ
う
な
る
と
、
満
足
が
私
個
人
の
も

の
で
は
な
く
「
わ
れ
わ
れ
の
も
の
」
と
な
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
の
共
通
感
覚
と
い

う
「
理
念
」、
客
観
的
実
在
性
を
も
た
ず
、
本
来
経
験
な
ど
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た

「
理
念
」
は
、
現
実
に
経
験
で
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う⑲
。
お
そ
ら
く
、
ア
レ
ン
ト
の

共
通
感
覚
解
釈
が
テ
ク
ス
ト
上
で
保
証
さ
れ
る
の
は
こ
の
点
だ
。
こ
こ
か
ら
共
通
感

覚
の
客
観
的
実
在
性
ま
で
は
あ
と
一
歩
だ
ろ
う
。

し
か
し
本
当
に
こ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
？
こ
こ
に
は
何
か
危
険
な
も
の
が
含
ま

れ
て
い
な
い
か
？
リ
オ
タ
ー
ル
が
ア
レ
ン
ト
に
感
じ
た
危
険
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
自

身
の
叙
述
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
こ
の
疑
問
は
、
そ
の
す
ぐ
後
に
続

く
箇
所
を
読
む
と
き
一
層
大
き
い
も
の
と
な
る
。「
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
自
然
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の
美
し
い
も
の
に
対
す
る
こ
の
直
接
的
関
心
は
、
現
実
に
は
普
通
よ
く
み
ら
れ
る
こ

と
で
は
な
く
、
考
え
方
が
善
い
も
の
へ
と
す
で
に
成
熟
し
て
い
る
ひ
と
か
、
あ
る
い

は
こ
の
成
熟
に
優
れ
て
敏
感
な
ひ
と
の
み
固
有
で
あ
る
」（K

U
301

⑳
）。
道
徳
的
に
成

熟
し
て
い
る
ひ
と
だ
け
が

4

4

4

美
を
理
解
で
き
る
。
趣
味
の
よ
さ
は
倫
理
観
の
高
さ
に

よ
っ
て
決
ま
る
。
カ
ン
ト
は
そ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ

で
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
な
感
情
は
、
道
徳
的
な
感
情
と
取
り
違
え
ら
れ
て
は
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
趣
味
の
問
題
は
倫
理
の
問
題
と
す
り
替
え
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か㉑
。

こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
主
張
が
も
つ
あ
る
種
の
い
か
が
わ
し
さ
は
、
こ
れ
ま
で
も
指

摘
さ
れ
て
き
た㉒
。
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
ま
で
も
、
こ
こ
で
次
の
こ
と
を

強
調
し
て
お
く
の
は
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
す
り
替
え
」

は
「
い
つ
も
判
断
力
の
欠
陥M

an
gel

に
帰
せ
ら
れ
る
」（K

R
V, A643/B671

）
も
の

で
、そ
の
「
仮
象
」
や
「
誤
解
」（ibid.

）、「
幻
惑
」
や
「
錯
覚
」（K

R
V, A633/B672

）

は
「
防
が
れ
う
るh

in
der kan

n

」（ibid.

）
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
誤
解
は

そ
れ
が
誤
解
だ
と
気
づ
か
れ
て
い
る
時
点
で
、
も
う
す
で
に
本
来
の
意
味
で
の
誤
解

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
は
ず
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
仮
象
を
防
ぐ
に
は
、

こ
こ
で
理
性
が
仮
説
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
れ

ば
そ
れ
で
十
分
な
は
ず
だ㉓
。

５
．
お
わ
り
に

以
上
の
論
述
か
ら
、
共
通
感
覚
を
め
ぐ
る
ア
レ
ン
ト
と
リ
オ
タ
ー
ル
の
読
解
を
、

も
と
よ
り
完
全
に
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
示
し
え
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
の

解
釈
を
推
し
進
め
る
と
き
、
そ
れ
が
、
共
通
感
覚
と
い
う
理
念
は
現
実
に
存
在
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の4

か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
理
論
的
な
虚
構
な
の
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
い
う
点
に
収
斂
す
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
え
た
と
思
う
。
本
論
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
今
一
度
冒
頭
の
問
い
に
帰

ろ
う
。

理
論
は
現
実
を
た
だ
説
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
理
論
は
現
実
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
理
想
と
現
実
は
接
点
を
持
つ
の
か
ど
う

か
。
一
方
で
、
共
通
感
覚
を
担
保
に
し
て
、
世
界
市
民
的
共
同
体
が
客
観
的
に
実
在

す
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
に
は
、
そ
れ
は
論
理
の
上
で
は
必
然
的
に
構
成

的
理
念
を
必
要
と
し
、（
道
徳
的
な
）
究
極
目
的
を
呼
び
出
す
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
共

通
感
覚
が
単
な
る
理
念
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
決
し
て
実
現
さ
れ
な
い
と
い
う
点
を
強

調
す
れ
ば
、
そ
れ
は
理
念
を
統
制
的
に
用
い
て
、
当
面
の
課
題
に
役
立
つ
限
り
で
、

暫
定
的
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
主
張
の
対
立
は
実
の
と

こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、（「
理
論
は
実
践
の
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
俗
説
を
め

ぐ
る
カ
ン
ト
個
人
の
立
場
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
）『
批
判
』
書
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る

批
判
的
思
考
そ
の
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
批
判
と
い
う
営
み
そ
れ
自
体

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
深
く
関
連
す
る
と
考
え
た

く
な
る
。
ア
レ
ン
ト
と
リ
オ
タ
ー
ル
の
対
立
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
思
考
の
葛
藤
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、（
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
以
降
）
実
践
理
性
や
道
徳

の
優
位
を
も
は
や
簡
単
に
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
な
お
可

能
な
カ
ン
ト
的
＝
批
判
的
思
考
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
仮
説
的
で
暫
定
的
な
思
考
で
あ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
ま
だ
本
質
的
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
理
論
と
実
践
、
理
想

と
現
実
が
、
完
全
に
無
関
係
で
あ
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
践
な
し

の
理
論
や
、
理
想
と
分
離
し
た
現
実
な
ど
、
そ
も
そ
も
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
実

際
、
ア
レ
ン
ト
も
言
う
よ
う
に
理
念
は
、
そ
れ
が
仮
説
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
し

て
も
誤
用
さ
れ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
い
や
そ
れ
だ
か

ら
こ
そ
、
現
実
に
対
し
て
と
き
に
か
な
り
の
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ

う㉔
。
ま
た
、
理
念
の
虚
構
的
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
、
す
べ
て
は
仮
説
で
あ
り
、

何
で
も
あ
り
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
リ
オ
タ
ー
ル
自
身
が
そ
う

言
っ
て
い
る
よ
う
に
、結
局
の
と
こ
ろ
単
な
る
仮
説
以
上
の
（
実
効
的
な
）
理
念
を
必

要
と
す
る
だ
ろ
う㉕
。
こ
の
点
を
詳
し
く
検
討
し
て
ゆ
け
ば
、
最
終
的
に
は
、
理
論
と
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実
践
、
理
想
と
現
実
と
い
う
、
本
論
を
貫
く
二
分
法
そ
れ
自
体
が
、
虚
構
的
で
仮
説

的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
実
際
的
で
現
実
的
な
区
別
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
行
き
つ
く
。
こ
う
し
た
問
題
を
残
さ
れ
た
紙
面
で
検
討
す
る
の
は
も

は
や
不
可
能
だ
。
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注①　

K
an

t, K
ritik d

er U
rteilskraft, F. M

ein
er, 2002. 

以
下
、
引
用
に
際
し
て
は

K
U

と
略
記
し
、ア
カ
デ
ミ
ー
版
（
Ⅴ
巻
）
の
頁
数
を
本
文
中
に
記
し
た
。
訳
文
に
つ

い
て
は
、
既
存
の
邦
訳
を
適
宜
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
主
な
邦
訳
書
に
は
原
文

ペ
ー
ジ
数
が
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
邦
訳
ペ
ー
ジ
数
は
割
愛
し
た
。
ま
た
、
文
脈
に

応
じ
て
訳
文
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
以
下
、
邦
訳
の

あ
る
す
べ
て
の
引
用
文
献
に
つ
い
て
も
同
様
。

②　

H
an

n
ah

 A
ren

dt, L
ectu

res on
 K

an
t

’s P
olitical P

h
ilosoph

y, E
d. R

on
ald 

B
ein

er, T
h

e u
n

iversity of C
h

icago P
ress, 1982

／
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講

義
』、
浜
田
義
文
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
七
年
。
以
下
、L

K
P

P

と
略
記

し
本
文
中
に
ペ
ー
ジ
数
を
記
す
。

③　

L
K

P
P

の
編
纂
者
で
あ
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
の
同
書
所
収
の
論
文
“Han

n
ah

 

A
ren

dt on
 Ju

dgin
g

” p.95

／
一
四
二
頁
。
ま
たp.113

／
一
七
〇
頁
も
参
照
の
こ

と
。

④　

た
と
え
ば
、
“Som

e qu
estion

s of m
oral ph

ilosoph
y

”, in
 R

espon
sibility 

an
d

 ju
d

gm
en

t, S
ch

ocken
, 2003

／
「
道
徳
哲
学
の
い
く
つ
か
の
問
題
」、『
責
任
と

判
断
』、
中
山
元
訳
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
を
参
照
の
こ
と
。

⑤　

H
an

n
ah

 A
ren

d
t, 

“Th
e C

risis in
 C

u
ltu

re

”, in
 B

etw
een

 P
a

st a
n

d
 

F
u

tu
re, P

en
gu

in
 B

ooks, 1977, p.219

／
「
文
化
に
お
け
る
危
機
」、
引
田
隆
也
・

斎
藤
純
一
訳
、『
過
去
と
未
来
の
間
』、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
、
所
収
、
二
九
六

－

二
九
七
頁
（
以
下C

C

と
略
記
）。

⑥　

こ
こ
で
、こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
研
究
さ
れ
て
き
た
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
の
全

体
を
取
り
上
げ
る
訳
に
は
い
か
な
い
し
、
そ
の
思
想
形
成
に
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
ア
レ
ン
ト
の
思
想
形
成
や
そ
の
中
で
の
カ
ン
ト
解
釈
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、

『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
の
編
纂
者
で
あ
る
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
に
よ
る
同
書

所
収
の
論
文
（
“Han

n
ah

 A
ren

dt on
 Ju

dgin
g

”）
や
、
同
著
者
の
『
政
治
的
判
断

力
』、
浜
田
義
文
監
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
八
年
に
詳
し
い
。

⑦　

カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論
の
な
か
で
も
、
こ
の
“ein

er gem
eisch

aftlich
er S

in
n

”

に
は
こ
れ
ま
で
、
多
様
な
邦
訳
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
解
釈
上
の
微
妙
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
違
い
を
起
こ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
共
通
感
覚
」（
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波

文
庫
、
一
九
六
四
年
）、「
共
通
の
感
」（
宇
都
宮
芳
明
訳
、
以
文
社
、
一
九
九
四
年
）、

「
共
通
の
感
覚
」（
牧
野
英
二
訳
、
岩
波
版
カ
ン
ト
全
集
第
八
巻
、
一
九
九
九
年
。
但

し
、訳
注
で
は
「
共
同
体
的
感
覚
」
と
も
）。
こ
れ
に
対
し
、
仏
訳
で
は
、
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
・
フ
ィ
ロ
ネ
ン
コ
訳
（V

rin
, 1965

）、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ア
ル
キ
エ
監
修
の

プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
（G

alilée, 1986, tom
e III

）
で
も
、
そ
し
て
最
新
の
ア
ラ
ン
・
ル

ノ
ー
訳
（G

F
 F

lam
m

arion
, 2008

）
の
い
ず
れ
も
、
“sen

s com
m

u
n

 à tou
s

〔
万

人
に
共
通
の
〕”、
ま
た
最
近
の
英
訳
で
も
“sen

se com
m

on
 to all

〔
万
人
に
共
通

の
〕
”（tr. J.H

.B
ern

ard, P
rm

eth
eu

s B
ooks, 2000

）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
筆
者

に
は
、
こ
れ
ら
の
訳
語
の
是
非
に
つ
い
て
立
ち
入
る
資
格
も
能
力
も
な
い
た
め
、
こ
の

“ gem
ein

sch
aftlich

”は
原
語
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

⑧　

さ
ら
に
こ
の
主
張
は
、
カ
ン
ト
が
用
い
る
「
判
断
力
」
や
「
共
通
感
覚
」
を
、
ギ
リ

シ
ャ
以
来
の
「
政
治
」
を
め
ぐ
る
概
念
史
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
補
強
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
に
つ
い
て
の
講
義
』
や
「
文
化
の
危
機
」
以
外
に
も
、

た
と
え
ば
「
政
治
入
門
」（『
政
治
の
約
束
』、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
コ
ー
ン
編
、
高
橋
勇
夫

訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
。
特
に
、
共
通
感
覚
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
頁
）

を
参
照
。
と
は
い
え
、ア
レ
ン
ト
の
「
共
通
感
覚
」
や
「
判
断
力
」
の
概
念
史
的
な
理

解
は
、
た
と
え
ば
ガ
ダ
マ
ー
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、『
真
理
と

方
法
』（
第
一
巻
、
轡
田
収
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
）
で
、
す
で
に

カ
ン
ト
の
時
代
に
は
「
共
通
感
覚
」
や
「
判
断
力
」
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
は
あ
っ
た

「
政
治
‐
社
会
的
な
内
容
」（
三
八
頁
）
や
「
道
徳
的
な
意
味
」（
四
六
頁
）
が
切
り
離

さ
れ
て
い
た
と
見
る
。
本
論
で
は
、こ
う
し
た
概
念
史
に
つ
い
て
は
立
ち
入
る
余
裕
が

な
い
。

⑨　

特
に
、
ア
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
解
釈
を
非
常
に
説
得
的
に
再
構
成
し
、
高
く
評
価
し
た

も
の
と
し
て
、
牧
野
英
二
、「
カ
ン
ト
の
共
通
感
覚
論

―
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
カ
ン
ト

へ
」、『
遠
近
法
主
義
の
哲
学
』、
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
、
所
収
を
参
照
の
こ
と
。

⑩　

L
yotard, L

ectu
res d

’enfan
ce, G

alilée, 1991, p.86

／
『
イ
ン
フ
ァ
ン
ス
読
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解
』、
小
林
康
夫
他
訳
、
一
九
九
五
年
、
一
一
九－

一
二
〇
頁
（
以
下L

E

と
略
記
）。

⑪　
L

yotard, 

“ Sen
su

s com
m

u
n

is, le su
jet à l

’état n
aissan

t 

”[1986], in
 

M
isère d

e la ph
ilosoph

ie, G
alilée, 2000.

（
以
下S

C

と
略
記
）。

⑫　

こ
の
論
点
の
よ
り
詳
し
い
展
開
と
し
て
は
、
拙
稿
「
共
通
感
覚
の
射
程

―
リ
オ

タ
ー
ル
の
『
判
断
力
批
判
』
解
釈
か
ら

―
」、
美
学
会
編
『
美
学
』、
第
二
三
五
号

（
第
六
十
巻
第
二
号
）、
二
〇
〇
九
年
、
二－

一
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

⑬　

C
f., L

yotard, L
’En

th
ou

siasm
e, G

alilée, 1986, p.108su
iv.

／
『
熱
狂
』、
中

島
盛
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
、
一
二
七
頁
。

⑭　

L
acou

e-L
abarth

e, 
“ A Jean

F
ran

çois L
yotard 

―O
ù

 étion
s-n

ou
s? 

”, in
 

L

’imitation
 m

od
ern

es, G
alilée, 1986, p.263

／
「
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ

オ
タ
ー
ル
へ

―
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
ま
で
話
し
た
の
か
？
」、『
近
代
人
の
模
倣
』、
大

西
雅
一
郎
訳
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
、
三
九
一
頁
。
な
お
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
初
出
は

一
九
八
二
年
に
開
か
れ
た
リ
オ
タ
ー
ル
に
つ
い
て
の
コ
ロ
ッ
ク
で
あ
る
（L

a facu
lté 

d
e ju

ger, L
es édition

s de M
in

u
it, 1985

／
『
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
』、宇
田

川
博
訳
、
国
文
社
、
一
九
九
〇
年
）。

⑮　

ア
レ
ン
ト
の
議
論
が
持
つ
あ
る
種
の
不
徹
底
を
認
め
つ
つ
も
、彼
女
の
議
論
を
単
に

否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
特
徴
と
強
く
結
び
つ
け
る
こ
と

で
、
別
の
公
共
性
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
梅
木
達
郎
、「
公
共
領
域
に

お
け
る
主
体
と
他
者

―
ア
ー
レ
ン
ト
、
カ
ン
ト
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
」、『
脱
構
築
と
公
共

性
』、
松
籟
社
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
を
参
照
。
ま
た
、
ア
レ
ン
ト
と
リ
オ
タ
ー
ル
と

を
、特
に
両
者
の
思
想
が
含
意
す
る
政
治
的
側
面
か
ら
「
美
の
政
治
」
と
「
崇
高
の
政

治
」
と
し
て
比
較
し
た
も
の
と
し
て
、
宮
崎
裕
助
、「
政
治
的
判
断
力
」、『
判
断
と
崇

高

―
カ
ン
ト
美
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』、
知
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
を
参
照
。

⑯　

文
脈
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
の
、
次
の
ロ
ゴ
ザ
ン
ス
キ
ー
の
批
判
も
ま
た
、
変
え

る
べ
き
と
こ
ろ
を
変
え
れ
ば
先
の
二
人
と
類
似
し
た
も
の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。「
見
え
る
も
の
の
う
ち
で
の
行
為
の
現
象
学
と
い
う
ア
レ
ン
ト
の
思
想
の

欠
点
は
、無
意
識
的
な
幻
想
の
次
元
を
欠
い
て
い
た
こ
と
、さ
ら
に
言
え
ば
、肉ch

air

と
い
う
見
え
な
い
地
平
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」（R

ogozin
ski, 

“L

’enfer su
r le terre 

―A
ren

dt devan
t H

itler

”, in
 R

evu
e d

es scien
ces 

h
u

m
ain

es, U
n

iversité de L
ille III, n

o.203, p.205

）。

⑰　

実
際
、
リ
オ
タ
ー
ル
が
準
拠
す
る
（
な
い
し
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
）

カ
ン
ト
は
、
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
論
の
次
節
で

展
開
す
る
よ
う
な
（
カ
ン
ト
‐
ニ
ー
チ
ェ
‐
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
ラ
イ
ン
に
由
来
す

る
）「
理
性
の
虚
構
化
作
用
」を
重
視
す
る
カ
ン
ト
で
あ
る
。C

f., L
acou

e-L
abarth

e, 

op.cit., p.280

／
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
、
前
掲
書
、
四
一
九
頁
。

⑱　

K
an

t, K
ritik d

er rein
en

 V
ern

u
n

ft, F
elix M

ein
er, 1998. 

以
下
、
引
用
に
際

し
て
は
慣
例
に
従
っ
て
、
第
一
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頁
数
を
記

し
た
。

⑲　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
年
翻
訳
さ
れ
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
教
授
資
格
論
文
が
、

有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
（『
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
結
合
子
と
し
て
の
カ
ン

ト
『
判
断
力
批
判
』』、
服
部
健
二
／
青
柳
雅
文
訳
、
こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
と
っ
て
は
、わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
対
象
と
し
て
構
成
す
る
「
以
前

に
」、
自
然
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
説
を
保
証

し
て
い
る
。
特
に
、
六
九
頁
以
下
、
お
よ
び
、
八
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。

⑳　

同
様
の
主
張
と
し
て
、K

U
356

を
参
照
の
こ
と
。

㉑　

第
一
『
批
判
』
で
も
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
「
す
り
替

え
」
が
、カ
ン
ト
に
と
っ
て
決
定
的
に
肯
定
的
な
も
の
に
転
じ
る
場
所
こ
そ
「
崇
高
の

分
析
論
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
崇
高
」
は
、美
学
の
一
部
門
に
属
す
る
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
、カ
ン
ト
の
批
判
的
理
性
そ
の
も
の
に
と
っ
て
極
め
て
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
位

置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
論
じ
る
の
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

㉒　

中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、ア
ド
ル
ノ
＝
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
「
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
あ
る
い
は
啓
蒙
と
道
徳
」（『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
徳
永
恂
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

年
、
所
収
）
を
参
照
。

㉓　

少
な
く
と
も
『
第
一
序
論
』
の
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
諸
目
的
と
い
う
概
念
は
、
反
省
的
判
断
力
が
経
験
の
諸
対
象

に
つ
い
て
因
果
結
合
を
追
跡
す
る
た
め
に
、
自
分
自
身
に
必
要
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
。

〔
…
〕
目
的
論
的
原
理
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
形
式
の
合
目
的
性
が
意
図
的
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
無
意
図
的
で
あ
る
の
か
は
、
規
定
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
両

者
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
方
を
主
張
す
る
よ
う
な
判
断
は
、も
は
や
た
ん
に
反
省
的
で
は

な
く
、規
定
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
自
然
目
的
と
い
う
概
念
も
ま

た
、〔
…
〕
判
断
力
の
概
念

4

4

4

4

4

4

で
は
も
は
や
な
く
、〔
…
〕
理
性
の
概
念

4

4

4

4

4

と
結
合
さ
れ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
性
概
念
の
使
用
は
、
こ
の
場
合
に
肯
定
的
に
判
断
し
よ
う
と
、



三
〇
七

実
在
と
虚
構
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
理
念
」

1161

あ
る
い
は
否
定
的
に
判
断
し
よ
う
と
も
超
越
的
で
あ
る
」（E

rste E
in

leitu
n

g in
 d

ie 

K
ritik d

er U
rteilskraft, F. M

ein
er, 2002, S.236-237

〔
な
お
、
頁
数
は
ア
カ
デ

ミ
ー
版
の
も
の
〕）。
こ
の
第
Ｘ
節
全
体
が
、
理
性
の
仮
説
的
使
用
に
繰
り
返
し
注
意

を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、こ
の
『
第
一
序
論
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
成
立
過
程
や
そ
の

文
献
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
中
井
正
一
、「
カ
ン
ト
第
三
批
判
序
文
前
稿
に
つ
い
て
」

（『
中
井
正
一
全
集
』、
久
野
収
編
、
第
一
巻
、
美
術
出
版
社
、
一
九
八
一
年
、
所
収
）

に
詳
し
い
。

㉔　
「
全
体
主
義
の
シ
ス
テ
ム
は
次
の
こ
と
を
示
す
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
は

ど
ん
な
仮
説
で
も
そ
の
基
盤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
首
尾
一

貫
し
た
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
そ
う
し
た
特
殊
な
仮
説
は
真
実
に
な
り
、
実
際
的

で
事
実
的
な
現
実
と
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。首
尾
一
貫
し
た
行
為
を
基
礎
づ
け

て
い
る
そ
う
し
た
前
提
は
、
望
み
と
あ
ら
ば
狂
気
じ
み
た
も
の
で
す
ら
あ
り
う
る
」

（H
an

n
ah

 A
ren

d
t, 

“ Th
e con

cep
t of h

istory 

”, in
 B

etw
een

 P
a

st a
n

d
 

F
u

tu
re, P

en
gu

in
 B

ooks, 1977, p.87

／
「
歴
史
の
概
念

―
古
代
と
近
代
」、『
過

去
と
未
来
の
間
』、
引
田
隆
也
・
斎
藤
純
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
、
所
収
、

一
一
七－

一
一
八
頁
）。

㉕　

た
と
え
ば
『
オ
・
ジ
ュ
ス
ト
』
の
リ
オ
タ
ー
ル
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
の
多
様
性
や
通
約

不
可
能
性
を
繰
り
返
し
強
調
し
な
が
ら
も
、最
終
的
に
は
「
多
様
性
と
い
う
正
義
」
を

主
張
し
て
い
る
（L

yotard / T
h

ébau
d, A

u
 ju

ste, C
h

ristian
 B

ou
rgois, 2006 

[1979], p.205

）。
同
様
の
主
張
はpp.112-113

に
も
見
ら
れ
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


