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は
じ
め
に

現
代
に
名
高
い
政
治
思
想
家
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
含
８
ｏｌ
ぴ
）

は
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
生
ま
れ
た
ユ
ダ
ヤ
系
女
性
で
あ

る
。
彼
女
は
マ
ー
ル
プ
ル
ク
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
の
各
大
学
に
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
ら

の
も
と
で
学
び
は
、
哲
学
の
学
位
を
取
得
し
た
が
、
そ
の
特
殊
な

出
生
の
た
め
に
、
ナ
チ
ス
が
台
頭
す
る
三
〇
年
代
に
パ
リ
に
逃
れ
、

暫
く
の
間
ユ
ダ
ヤ
人
の
パ
レ
ス
チ
ナ
移
住
を
支
援
す
る
組
織
で
活

動
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
彼
女
は
米
国
に
亡
命
し
、
戦
後
も

同
地
に
留
ま
り
本
格
的
に
執
筆
活
動
を
開
始
、
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー

リ
ニ
ズ
ム
を
生
ん
だ
政
治
的
土
壌
を
正
面
か
ら
分
析
し
た
著
『全

」悴幸菫一の
却壁凛
（↓〓Φ
Ｏ口．∞”●
ｏい
日ｏ一”Ｆ〓”コ．”目がヨ̈
一̈ｏｕ卜）』

を
著
し
て
一躍
脚
光
を
浴
び
、
そ
の
後
も
ア
メ
リ
カ
の
各
大
学
で

講
義
を
す
る
傍
ら
、
多
彩
な
執
筆
活
動
を
展
開
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
豊
富
な
哲
学
的
素
養
も
持

今

本

修

司

ち
合
わ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
実
践
的
な
政
治
活
動
に
も
専
心
し
た

ア
レ
ン
ト
が
、
新
天
地
に
お
い
て
そ
の
生
涯
を
費
や
し
た
も
の
と

は
、
ま
さ
に
「政
治
哲
学
」
と
呼
び
う
る
内
容
の
、
多
岐
に
わ
た

る
一連
の
研
究
で
あ
る
。
一方
で
筆
者
は
、
と
り
わ
け
こ
こ
数
年

「哲
学
と
政
治
と
の
接
点
を
さ
ぐ
る
」
と
い
う
独
自
の
テ
ー
マ
の

も
と
で
「自
由
主
義
（民
主
主
義
）
の
哲
学
的
基
礎
づ
け
の
可
能

性
」
の
問
題
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
意
味
で
こ
の
ア
レ
ン
ト

の
政
治
思
想
は
格
好
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
と
考
え
る

次
第
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ア
レ
ン
ト
の
思
想
に
お
い
て
「政
治
」

な
る
も
の
の
正
統
性
、
つ
ま
り
あ
る
べ
き
姿
が
「哲
学
的
考
察
」

と
い
う
も
の
を
通
じ
て
い
か
に
立
証
可
能
か
を
み
る
こ
と
が
、
本

論
文
の
主
眼
点
で
あ
る
。

１
　
政
治
的
能
力
と
し
て
の
「判
断
力
」

０
　
ア
レ
ン
ト
に
お
け
る
「政
治
」
概
念

ア
レ
ン
ト
の
主
著
の
一
『人
間
の
条
件
（日ぎ
工ｃヨ
〓
ｏ８
‐

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
に
お
け
る
「判
断
力
」
概
念
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。〓
ｏＰ
８
認
道
に
お
い
て
は
、
「政
治
」
と
は
人
間
が
そ
の
本

性
上
他
人
を
必
要
と
す
る
共
同
生
活
を
営
む
と
い
う
こ
と
、
つ
ま

り
「政
治
的
動
物
（ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ま
た
は
「社
会
的
動

物
（セ
ネ
カ
と
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
基
本
的
条
件
を
意
味
す

る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。２
ア
レ
ン
ト
が
そ
の
意
味
の
由
来
の
論

拠
と
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
国
家
（ポ
リ
ス
）
に
お
い
て
は
、
こ
の

人
間
の
「共
同
生
活
」
と
い
う
事
実
は
、
人
間
の
「活
動
的
生
活

二
一”
８
一】く”」
が
営
ま
れ
る
世
界
、
に
関
わ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
世
界
と
は
、
狭
義
に
は
「言
論
」
と

「活
動
”ｏ一いｏこ
と
に
よ
っ
て
そ
の
構
成
員
全
員
が
各
自
の
考
え

に
基
づ
き
「意
見
ｏｏす
い８
」
を
主
張
出
来
、
そ
こ
で
め
い
め
い

が
自
発
的
に
行
為
し
う
る
よ
う
な
公
共
的
な
政
治
空
間
、
す
な
わ

ち
「公
的
領
域
ｏ多
】〓
お
”】日
」
で
ぁ
る
。③

こ
れ
に
対
し
て
、
奴
隷
の
肉
体
労
働
に
代
表
さ
れ
る
「労
働

Ｆ
げ９
」
や
、
或
る
私
的
な
生
産
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
営

ま
れ
る
「仕
事
■
８
こ
の
領
域
、
あ
る
い
は
家
庭
生
活
の
よ
う

な
私
的
領
域
Ｃ
【いくＲ
Φ
”Φ”】日
）、
そ
し
て
哲
学
者
の
形
而
上
学

的
思
索
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「観
想
的
生
活
くいご
ｏ８
一Φヨ
‐

Ｌ
蹂
いく”」
と
い
っ
た
一切
は
、
公
共
的
な
領
域
の
枠
外
に
置
か

れ
る
も
の
と
し
て
、
政
治
的
行
為
と
は
一線
を
画
す
る
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「政
治
」
と
は
、
こ
こ
で
は
人
間
の
肉

体
や
生
命
の
維
持
を
追
求
す
る
行
為
で
も
、
ま
た
技
術
や
道
具
を

駆
使
し
て
生
産
に
従
事
す
る
「工
作
人
すｏ日
０
旨
ｇ
こ
と
し
て

の
人
間
の
行
為
に
関
わ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た

様
な
「言
論
」
と
「活
動
」
を
通
じ
て
、
個
人
が
自
由
に
意
見
を

戦
わ
し
う
る
「現
れ
”８
８
８
８
と
を
旨
と
す
る
創
造
的
な
行

為
と
さ
れ
る
。に
し
か
も
そ
こ
で
は
、
個
人
は
恣
意
的
に
行
為
し

う
る
の
で
は
な
い
。
「公
的
ｏ３
】いこ
と
い
う
言
葉
が
、
わ
れ
わ

れ
が
常
に
「共
同
生
活
」
の
う
ち
に
あ
る
、
つ
ま
り
他
人
と
世
界

を
共
有
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
こ
に
お
い
て
人
は
「語
る
こ
と
」
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
す
べ
て

の
他
人
に
「見
ら
れ
、
聞
か
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
分

の
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
信
す
る
の
で
あ
る
。６

ア
レ
ン
ト
は
こ
の
「政
治
の
場
」
＝
「公
的
領
域
」
の
モ
デ
ル

と
し
て
、
古
代
キ
リ
シ
ア
そ
し
て
ロ
ー
マ
共
和
政
社
会
に
共
通
し

て
み
ら
れ
た
、
純
粋
な
意
味
で
の
「活
動
的
世
界
」
の
意
義
を
最

大
限
に
評
価
す
る
。
ア
レ
ン
ト
の
考
え
で
は
、
こ
の
よ
う
な
公
共

的
空
間
に
お
け
る
人
間
の
「多
様
性
ｏ】日
”】”ご
」
す
な
わ
ち
多

種
多
様
な
個
性
を
も
っ
た
独
立
し
た
人
間
が
存
在
し
、
相
互
の
権

利
や
義
務
を
承
認
し
合
い
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
、
と
い
う
単
純

な
事
実
が
も
っ
と
も
明
確
に
意
識
さ
れ
る
べ
き
領
域
こ
そ
が
、
元

来
の
意
味
で
の
「言
論
と
活
動
」
に
基
づ
く
「政
治
」
の
場
な
の

で
あ
る
。６
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②
　
「判
断
力
」
の
公
共
的
性
格

な
ら
ば
、
以
上
の
よ
う
な
「政
治
」
の
場
に
お
け
る
我
々
の
自

由
な
相
互
行
為
を
可
能
に
さ
せ
る
人
間
の
「思
考
」
と
は
、
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
か
。
ア
レ
ン
ト
は
こ
こ
で
「政
治
的
思
考
の
代

表
的
性
格
８
■
Φ∽８
Ｓ
一”お
多
電
８
一Φと
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は

「多
数
性
」
に
根
ざ
す
我
々
の
（政
治
的
）
共
同
生
活
の
運
営
に

関
す
る
「意
見
」
を
披
涯
す
る
際
に
、
人
は
そ
こ
に
存
在
し
て
い

な
い
人
々
の
観
点
を
想
定
し
、
彼
ら
の
意
見
を
代
表
す
る
こ
と
に

な
る
、
と
い
う
思
考
の
性
格
で
あ
る
。。

こ
の
「代
表
的
性
格
」
と
は
、
同
時
に
単
に
他
人
の
代
弁
で
も

な
く
、
ま
た
単
な
る
同
情
で
も
妥
協
で
も
な
く
、
い
わ
ば
「私
」

が
自
分
自
身
の
う
ち
で
他
の
人
々
の
立
場
を
想
定
し
、
よ
り
妥
当

な
意
見
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
「配
慮
」
で
あ
り
、
も
し
く
は
そ

う
し
た
人
間
の
精
神
的
能
力
に
依
拠
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ

の
精
神
的
能
力
を
、
ア
レ
ン
ト
は
人
間
の
行
為
を
規
定
す
る
諸
条

件
の
一と
し
て
の
「判
断
力
甘
辞
Φ日
Φ・こ
の
特
徴
と
し
て
取

り
上
げ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
端
的
に
「す
べ
て
の
他
人
の
立
場
に

た
っ
て
考
え
る
」
能
力
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
命
名
し
た
「拡
張
さ

れ
た
思
考
法
Φいお
Ｒ
モ
ｏい一Φ”ぎ
∪
８
Ｆ
●翻
鶴
こ
に
ほ
か
な
ら

な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。８
そ
の
「拡
張
」
と
い
わ
れ
る
所
以

と
は
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
「判
断
力
」
の
機
能
が
、
純
粋
に

個
人
の
み
に
帰
せ
ら
れ
る
能
力
で
あ
る
、
絶
対
的
な
真
理
ま
た
は

善
の
観
念
に
関
わ
る
哲
学
的
＝
理
論
的
思
考
と
も
、
実
践
的
な
道

徳
原
理
と
も
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
つ
ま
り
は
、
人

が
何
事
か
を
「判
断
」
し
「判
定
」
を
下
す
場
合
は
、
た
と
え
そ

れ
が
自
分
一人
の
判
断
で
あ
ろ
う
と
も
、
必
ず
や
そ
こ
に
「他
人

の
潜
在
的
同
意
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
「判
断
」

に
あ
っ
て
は
、
我
々
は
つ
ね
に
単
な
る
主
観
的
な
独
断
を
回
避
す

べ
く
「他
人
の
存
在
」
に
依
存
し
、
他
人
へ
の
妥
当
性
に
考
慮
を

払
う
べ
く
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「判
断
力
は
、
他
人
と
の
潜
在
的
な
同
意
に
懸
か
っ
て
お
り
、
何

か
を
判
断
す
る
の
に
積
極
的
に
働
く
思
考
過
程
は
、
純
粋
理
性
の

思
考
過
程
と
同
じ
よ
う
に
自
分
自
身
の
間
で
の
対
話
で
は
な
く
、

た
と
え
何
か
を
決
定
す
る
場
合
に
完
全
に
自
分
独
り
で
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
元
来
必
ず
や
最
終
的
に
或
る
見
解
の
一致
に
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
自
分
自
身
で
心
得
て
い
る
よ
う
な
、
そ

う
い
う
他
人
と
の
予
測
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に

あ
る
。」　
　
　
　
　
（ア
レ
ン
ト
『文
化
の
危
機
』
九
九
頁
）。

こ
の
「判
断
力
」
は
、
も
ち
ろ
ん
何
ら
か
の
特
定
の
原
理
や
基

準
を
他
人
に
強
要
す
る
よ
う
な
強
制
力
を
持
た
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
政
治
に
お
け
る
「意
見
」
の

交
換
あ
る
い
は
先
述
の
「公
的
領
域
」
＝
「現
れ
の
場
」
に
お
け
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る
、
人
間
の
「言
論
と
活
動
」
の
過
程
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
機

能
を
発
揮
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
政
治

的
―
公
共
的
な
「意
見
」
に
よ
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
自
分

の
見
解
を
相
手
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
、
共
感
を
呼
び
起
こ
す
こ
と

し
か
可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
共
有
し
う
る
妥
当

性
の
基
準
を
も
ち
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
特
定
の
知
識

や
真
理
で
は
な
し
に
、
あ
る
種
の
事
実
に
対
す
る
「判
断
」
が
つ

ね
に
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
り
、ｍ
そ
の
判
断
の
非
強
制
的
、
非
独

断
的
な
自
由
の
余
地
を
保
障
す
る
の
が
、
こ
の
「公
的
領
域
」
と

し
て
の
政
治
的
公
共
性
の
空
間
な
の
で
あ
る
。

２
　
精
神
的
能
力
と
し
て
の
「判
断
力
」

―
―
カ
ン
ト
の
「美
的
判
断
」
を
め
ぐ
っ
て
―
―

０
　
「主
観
的
妥
当
性
」
と
し
て
の
「判
断
力
」

こ
の
「判
断
力
」
特
有
の
性
格
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ア
レ

ン
ト
が
そ
の
論
拠
と
し
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
カ
ン
ト
の
『判
断

力
批
判
』
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「美
的
判
断
力
」●一Ｆ
一い∽多
Φ

ｃ
”一Φ諄
Ｔ
Ｒ
こ
の
概
念
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
が
こ
こ
で
注
目
す

る
の
は
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
が
こ
の
「判
断
力
」
を
、
他
の
認
識

能
力
と
比
し
て
非
―
主
観
的
か
つ
非
―
普
遍
妥
当
的
な
能
力
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

フ
」の
よ
う
な
判
断
力
は
、
「主
観
的
な
私
的
条
件
」
つ
ま
り
各
人

の
個
性
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
…
判
断
力
は
、
妥
当
性
を
も
つ
た
め
に
、
他
人
の
存
在

に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
‥
そ
れ
は
け
っ
し
て

普
遍
的
な
妥
当
性
で
は
な
い
。
そ
れ
が
妥
当
性
を
も
つ
と
い
う
主

張
は
、
他
人
を
飛
び
越
え
て
拡
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
ピ

（アレント
『文化
の危機
』九
九
頁
「

「趣
味
の
判
断
は
、　
一切
の
関
心
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を

伴
う
以
上
、
客
観
に
依
存
す
る
よ
う
な
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
は

な
い
が
、
し
か
し
す
べ
て
の
人
間
に
例
外
な
く
妥
当
す
る
こ
と
を

必
然
的
に
要
求
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
趣
味
の
判
断
に
は
、
主

観
的
妥
当
性
に
対
す
る
要
求
が
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」　
　
　
　
　
（カ
ン
ト
『判
断
力
批
判
』
第
六
節
よ
り
）

確
か
に
も
の
の
好
き
嫌
い
、
す
な
わ
ち
趣
味
の
問
題
は
、
元
来

個
人
独
自
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か

を
「判
断
」
し
、
そ
の
結
果
を
回
に
す
る
場
合
は
、
た
と
え
個
人

だ
け
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
そ
こ
に
必
ず
他
人
の
眼
（も
し
く
は
他

人
の
判
断
）
を
仰
ぐ
こ
と
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味

で
「判
断
」
は
つ
ね
に
単
な
る
個
人
の
独
断
的
判
断
で
は
な
く
、

か
と
い
っ
て
そ
れ
が
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
説
く
実
践
理
性
に
よ
る
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定
言
命
法
の
よ
う
に
、
普
遍
的
に
万
人
に
命
令
と
し
て
妥
当
す
べ

き
よ
う
な
拘
束
力
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
″こ
の
絵
は
美
し
い
″
と
い
っ
た
美
に
関
す
る
趣
味
の
判
断
は
、

こ
の
両
者
の
中
間
的
な
性
格
、
す
な
わ
ち
「主
観
的
妥
当
性
」
を

も
つ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、
こ
の
判
断
の
間
主

観
的
性
格
を
ち
ょ
う
ど
「公
的
領
域
」
で
の
人
間
の
政
治
的
活
動

す
な
わ
ち
「意
見
ｏｏ一ヨ】．８
」の
形
成
と
相
関
す
る
も
の
と
し
て

捉
え
た
の
で
あ
る
。

「意
見
の
形
成
過
程
そ
の
も
の
は
、
あ
る
人
間
が
他
の
人
々
の
立

場
に
立
っ
て
考
え
、
そ
の
人
々
の
心
を
代
弁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
…
意
見
を
形
成
す
る
場
合
に
、
た
と
え
自
分
が
一切
の

交
友
関
係
を
断
ち
、
完
全
に
孤
独
に
な
る
と
し
て
も
…
自
分
は
依

然
、
普
遍
的
な
相
互
依
存
に
あ
る
こ
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

そ
こ
で
自
分
は
他
の
す
べ
て
の
人
々
を
代
弁
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。」　
　
（ア
レ
ン
ト
『真
理
と
政
治
』
一二
六
頁
）。

０
　
構
想
力
と
共
通
感
覚
―
―
「判
断
」
を
可
能
に
す
る
も
の

「政
治
」
は
共
同
生
活
で
あ
る
以
上
、
そ
の
成
員
は
本
来
、
共

同
体
の
一員
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

「判
断
力
」
が
単
に
個
人
的
で
な
く
、
公
的
な
能
力
と
さ
れ
る

以上
、
そ
の
「公
的
」
た
る特
徴
な
いし
性
格
は
、
カ
ントが

『判
断
力
批
判
』
第
二
九
節
以
下
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
「構
想

力
日い●げ一】ヽ
“づ翻
Ｔ
Ｒ
こ
な
ら
び
に
「共
通
感
覚
８
房
５
８
日
‐

ヨ
ロ
いと
と
い
う
能
力
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
と
、
ア
レ

ン
ト
は
解
釈
す
る
。

「
″趣
味
に
つ
い
て
は
議
論
じ
え
な
い
（∪
Φ
”“∽一』ｇ
∽
●ｏ●
一】．９

官
一彗
２
日
８
一・×
…
言
い
換
え
れ
ば
、
趣
味
に
関
す
る
こ
と

が
ら
に
つ
い
て
事
態
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
伝
達
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
難
題
の
解
決
は
、
構
想

力
及
び
共
通
感
覚
と
い
う
名
を
も
っ
た
二
つ
の
別
個
の
能
力
に
よ
っ

て
示
さ
れ
う
る
。
構
想
力
と
は
、
現
に
目
の
前
に
存
在
し
な
い
も

の
を
表
示
す
る
能
力
で
あ
る
が
…
人
が
現
実
に
関
わ
り
を
も
た
な

い
と
き
、
た
だ
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
人
の
心
に
触
れ
、
触
発
す
る
も

の
の
み
が
、
物
事
の
是
非
や
、
重
要
性
や
、
美
醜
と
い
っ
た
判
断

の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。」

（ア
レ
ン
ト
『カ
ン
ト
政
治
哲
学
講
義
』
一〇
二
頁
）田

カ
ン
ト
に
お
い
て
「趣
味
の
判
断
」
の
際
に
働
く
構
想
力
（ま

た
は
想
像
力
）
と
は
、
美
的
対
象
を
イ
メ
ー
ジ
（表
象
）
と
し
て

再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「美
」
の
満
足
感
を
与
え
、
判
断
す

る
契
機
を
な
す
能
力
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、
こ
れ
は
「趣
味
」

の
場
合
に
限
ら
ず
、
「判
断
」
一般
の
契
機
を
形
成
す
る
能
力
と
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考
え
る
。
そ
れ
は
、
現
に
今
い
な
い
人
の
立
場
に
つ
い
て
イ
メ
ー

ジ
し
、
そ
の
人
間
の
立
場
に
た
っ
て
考
え
、
判
断
す
る
「拡
張
さ

れ
た
思
考
法
」
（と
い
う
政
治
的
能
力
）
を
可
能
に
す
る
も
の
と

い
え
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
述
べ
る

「共
通
感
覚
」
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。

「し
か
し
我
々
は
、
こ
の
共
通
感
覚
を
共
同
体
（器
日
Φぃ易
３
Ｒ

，

〓多
）
感
覚
の
理
念
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

要
す
る
に
こ
の
共
通
感
覚
と
は
、　
一種
の
判
断
の
能
力
、
言
い
換

え
れ
ば
、
そ
の
反
省
す
る
能
力
に
よ
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
人
の

発
想
の
仕
方
を
予
め
頭
の
な
か
で
考
慮
す
る
能
力
な
の
で
あ
る
…

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
は
、
我
々
が
自
分
の
判
断
を
他
人
の
判
断
に
、

た
だ
し
実
際
の
判
断
と
い
う
よ
り
は
可
能
な
判
断
に
適
用
し
、
自

分
自
身
を
他
人
の
立
場
に
置
い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能

で
あ
る
。」　
　
　
　
（カ
ン
ト
『判
断
力
批
判
』
第
四
〇
節
よ
り
）

つ
ま
り
「拡
張
さ
れ
た
考
え
方
」
と
し
て
の
「美
的
判
断
」
は

こ
こ
で
は
万
人
が
も
つ
「共
通
感
覚
」
を
介
し
て
主
張
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
政
治
的
な
「共
同
体
感
覚
」
を
通

じ
て
「意
見
」
が
万
人
に
伝
達
さ
れ
相
互
了
解
さ
れ
る
た
め
の
基

盤
を
な
す
も
の
と
、
ア
レ
ン
ト
は
考
え
る
の
で
あ
る
。田

０
　
芸
術
と
政
治
と
の
相
関
性

『判
断
力
批
判
』
の
文
脈
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
あ
く
ま
で

「趣
味
」
な
い
し
「美
的
判
断
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
で
あ
っ

た
が
、
ア
レ
ン
ト
は
こ
の
分
析
を
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
「政
治
的

生
活
」
の
領
域
に
も
適
用
し
う
る
も
の
と
解
釈
し
た
。
な
ぜ
な
ら

「芸
術
と
政
治
と
を
結
ぶ
共
通
の
要
素
は
、
そ
れ
が
と
も
に
公
的

世
界
の
現
象
だ
と
い
う
こ
と
」田
だ
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
作
品
に

し
て
も
、
演
劇
や
音
楽
の
演
奏
に
し
て
も
、
そ
の
優
秀
、
美
醜
が

聴
衆
や
批
評
家
の
眼
に
さ
ら
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
評

価
を
受
け
る
こ
と
を
前
提
に
、
芸
術
家
や
演
出
家
の
側
は
、
よ
り

完
成
度
や
質
の
高
い
も
の
を
仕
上
げ
よ
う
と
努
力
す
る
。
こ
こ
に
、

単
な
る
「芸
術
」
と
い
う
行
為
が
「完
全
な
私
的
行
為
」
な
の
で

は
な
く
、
行
為
者
と
鑑
賞
者
（観
察
者
）
と
の
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
、
双
方
向
的
な
連
関
に
お
い
て
成
り
立
っ
て

い
る
行
為
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
行
わ
れ
る

一種
の
「政
治
的
行
為
」
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
が
可
能
と
な
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「判
断
力
」
を
「詩
人
や
歴
史
家
の
も
つ
べ

き
思
慮
の
能
力
（３
８
８
∽”∽と
と
規
定
し
て
い
る
理
由
も
、
そ

れ
が
（政
治
家
と
市
民
と
い
う
）
こ
の
行
為
者
と
観
察
者
と
の
双

方
向
性
に
お
い
て
相
互
に
も
と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ

一る
。ｕ同

様
に
、
コ
‘術
的
行
為
」
は
普
遍
妥
当
的
な
法
則
に
支
配
さ
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れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
の
い
う
″構
想
力
と
悟
性
と
の

自
由
な
戯
れ
″
に
お
い
て
、
自
発
的
に
形
成
さ
れ
る
創
造
的
な
行

為
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
本
質
的
に
「言
論
と
活
動
」
を
旨
と

す
る
公
的
領
域
に
お
け
る
「政
治
的
行
為
」
と
同
じ
性
格
を
有
し

て
い
る
と
い
え
る
。
ア
レ
ン
ト
は
、
こ
の
両
者
は
と
も
に
「パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
」
で
あ
る
と
鰤
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
彼
女
は
同
時
に
こ

の
構
想
力
の
自
発
性
に
基
づ
く
「意
見
」
や
「作
品
」
が
純
粋
に

は
個
人
の
所
産
（主
張
）
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
が
政
治
的

な
公
共
性
の
空
間
に
お
い
て
修
正
さ
れ
、
自
己
自
身
に
よ
る
反
省

や
他
人
の
批
判
的
な
眼
に
よ
っ
て
洗
練
さ
せ
ら
れ
て
い
く
と
い
う

と
こ
ろ
に
、
こ
の
「判
断
力
」
の
も
つ
積
極
的
な
意
義
を
み
る
の

で
あ
る
。

ｎ
　
判
断
力
と
思
考
力
・意
志
力
と
の
関
係

ア
レ
ン
ト
の
未
完
の
著
作
で
あ
る
『精
神
の
生
活
（日Ｆ
ｒいお

Ｒ
〓
●̈ｅ
』
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
の
諸
例
が
引

き
合
い
に
だ
さ
れ
、
人
間
の
精
神
的
能
力
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
第
一部
を
な
す
「思
考
力

多
い諄
い●̈
」
と
、
第
二
部
に
相
当
す
る
「意
志
力
■
〓
い口”」
の

能
力
で
あ
り
、
未
完
の
第
二
部
で
は
「判
断
力
」
が
扱
わ
れ
る
予

定
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
詳
細
は
ア
レ
ン
ト
の
亡
き
今
は
知
る
由

も
な
い
が
、
後
に
カ
ナ
ダ
の
研
究
者
Ｒ
・ベ
イ
ナ
ー
ら
の
努
力
に

よ
っ
て
、
恐
ら
く
そ
の
内
容
に
相
当
す
る
、
先
に
検
討
し
た
晩
年

の
『カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
講
義
』
に
関
す
る
ア
レ
ン
ト
の
原
稿
が

編
集
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。．
し
か
し
な
が
ら

こ
の
著
作
は
「人
間
の
行
為
を
規
定
す
る
精
神
的
熊
こ
と
し
て
、

「思
考
力
」
「意
志
力
」
「判
断
力
」
が
互
い
に
関
連
し
合
う
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
の
詳
細
は
未
だ
明
確
で
な
い
の
で

あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
お
い
て
も
「判
断
力
」
は
、
独
特
の
精
神

能
力
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
ア
レ
ン
ト
の
記
述
箇
所
に
よ
れ
ば
、

「判
断
力
」
が
「思
考
力
」
や
「意
志
力
」
と
も
っ
と
も
異
な
る

点
は
、
後
者
が
単
独
の
個
人
だ
け
で
も
十
分
そ
の
機
能
が
発
揮
さ

れ
う
る
と
い
う
主
観
的
、
非
政
治
的
（あ
る
い
は
非
公
共
的
）
性

格
を
免
れ
得
な
い
の
に
対
し
、
そ
れ
自
身
「他
人
の
存
在
を
必
要

と
す
る
」、
す
な
わ
ち
「人
間
が
公
的
領
域
、　
つ
ま
り
共
有
の
世

界
で
、
自
分
自
身
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ぎ
り
、
政
治

的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
基
本
的
能
力
の
一
つ
で
あ
る
」”
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
「判
断
力
」
は
同
時
に
「現
れ
”ｏ電
Ｒ
”Ｒ
と

を
旨
と
す
る
公
的
空
間
へ
の
「思
考
力
」
の
現
実
化
を
促
進
さ
せ

「意
志
力
」
の
恣
意
性
を
未
然
に
防
ぐ
も
の
と
し
て
そ
の
真
価
を

発
揮
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
先
述
の
「観
察
者
８
Φｏご
ざ
と

の
目
を
も
つ
「思
考
力
」
の
論
理
的
能
力
や
「意
志
力
」
の
も
つ

自
発
性
の
働
き
は
、
公
平
で
か
つ
積
極
的
な
「判
断
」
を
促
す
た

め
の
助
け
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
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３
　
結
　
　
語

―
―
「自
由
」と
い
う
″人
間
の
条
件
″

に
基
づ
く
「政
治
」
の
意
義
―
―

確
か
に
、
以
上
の
よ
う
な
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
を
範
型
と

す
る
ア
レ
ン
ト
の
「政
治
」
概
念
自
体
は
、
現
代
か
ら
み
れ
ば
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
で
あ
り
、
し
か
も
権
謀
術
数
に
終
始
す
る
政
治
の
実
際

的
な
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
単
な
る
楽
観
主
義
的
な
理
想
に
す
ぎ
な

い
、
と
評
す
る
批
判
も
少
な
く
は
な
い
。四
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
レ
ン
ト
の
議
論
が
今
日
で
も
な
お
生
命
力
を
維
持
し
て
い
る
の

は
、
そ
れ
が
偏
に
「人
間
の
自
由
」
と
い
う
、
単
な
る
時
事
的
な

政
治
情
勢
の
予
測
や
分
析
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
わ
れ
わ
れ
が
生
存

す
る
そ
の
本
質
に
関
わ
る
普
遍
的
な
″人
間
の
条
件
″
を
追
求
し

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ン
ト
が
ポ
リ
ス
的

政
治
形
態
を
復
権
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
彼

女
の
け
っ
し
て
楽
観
論
で
は
な
い
、
厳
し
い
政
治
的
現
実
に
対
す

る
冷
静
な
分
析
の
眼
が
あ
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ア
レ
ン
ト
が
主
著
『全
体
主
義
の
起
源
』
に
お
い
て

描
き
出
し
た
こ
と
と
は
、
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
に
代
表

さ
れ
る
「全
体
主
義
」
の
共
通
の
根
幹
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
人
間

の
「公
的
領
域
」
を
一切
容
認
せ
ず
「意
見
」
に
基
づ
く
「活
動
」

そ
れ
自
体
の
可
能
性
を
否
定
す
る
、　
一元
的
な
思
想
の
強
制
に
基

づ
く
権
力
支
配
の
構
造
で
あ
っ
た
。
ア
レ
ン
ト
は
そ
の
現
実
に

「個
々
の
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
保
障

す
る
「多
数
性
」
に
基
づ
く
「現
れ
の
場
」
と
し
て
の
政
治
的
空

間
の
喪
失
を
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

他
方
で
ア
レ
ン
ト
は
『人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、
近
代
以
降

の
「公
的
領
域
」
の
喪
失
と
と
も
に
、
新
た
に
技
術
化
・機
械
化

さ
れ
た
自
己
目
的
的
生
産
活
動
で
あ
る
「労
働
」
と
「仕
事
」
の

「社
会
的
領
域
多
Φ
８
ｏいＬ
お
”中ヨ
」
が
台
頭
す
る
に
至
り
、
今

日
の
大
衆
社
会
の
基
盤
を
築
い
た
こ
と
を
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

描
き
出
し
た
。
こ
の
大
衆
社
会
の
蔓
延
の
な
か
で
個
人
は
孤
立
ｔ
、

「多
数
性
」
に
よ
る
「活
動
」
の
意
義
を
見
失
い
、
そ
れ
に
よ
っ

て
己
自
身
の
リ
ア
リ
テ
ィ
＝
個
性
含
●いｏお
お
∽し
を
喪
失
す
る
、

と
い
っ
た
一連
の
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
「全
体
主
義
」
の
支
配
を

容
認
す
る
地
盤
と
な
る
現
代
人
の
「無
思
想
性
」
を
形
成
す
る
、

と
い
う
危
機
的
分
析
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
今
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
市
民
社
会
の
完
成
期

（も
し
く
は
近
代
日
本
の
黎
明
時
代
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
「個

人
と
社
会
と
の
対
立
と
葛
藤
」
と
い
っ
た
構
図
は
、
現
代
の
大
衆

社
会
の
構
造
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
は
最
早
通
用
し
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
「社
会
」
と
い
う
主
体
が
「国
家
」

「営
利
企
業
」
「マ
ス
コ
こヽ
と
い
っ
た
複
数
の
組
織
権
力
の
複
雑

な
構
造
の
絡
ま
る
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
現
代
の
先
進
国
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の
内
情
に
お
い
て
は
、
「個
人
」
対
「社
会
」
は
、
そ
の
ま
ま

「個
人
」
対
「シ
ス
テ
ム
」
の
関
係
、
も
し
く
は
「リ
ベ
ラ
ル
な

個
人
同
士
の
連
帯
性
」
対
「組
織
に
お
け
る
連
帯
性
」
と
い
う
構

図
に
置
き
換
え
ら
れ
う
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
、
ア
レ
ン
ト
の

叙
述
し
得
た
よ
う
な
「公
的
領
域
」
を
可
能
に
す
る
、
公
共
的
な

空
間
を
何
処
に
ま
た
如
何
様
に
実
現
し
う
る
の
か
、
と
い
う
具
体

的
問
題
を
論
ず
る
以
前
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
前
提
と
し
て
、
わ

れ
わ
れ
各
人
が
個
人
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
求
め
る
べ
く
、
今

日
の
「シ
ス
テ
ム
（組
織
）
化
社
会
」
に
対
応
し
う
る
、
我
々
の

「労
働
」
な
い
し
「仕
事
」
の
場
で
あ
る
「社
会
的
領
域
」
中
心

型
の
生
活
に
反
省
の
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
レ
ン
ト

の
述
べ
る
よ
う
な
「活
動
」
中
心
の
創
造
的
な
生
活
の
場
、
す
な

わ
ち
真
の
意
味
で
「公
共
的
な
政
治
の
場
」
を
復
権
さ
せ
よ
う
と

す
る
問
題
意
識
を
互
い
に
高
め
合
う
こ
と
が
先
決
で
あ
ろ
う
。

何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
ア
レ
ン
ト
の
述
べ
る
よ
う
な
人
間

の
積
極
的
な
意
味
で
の
「自
由
貯
Φｏ，
日
」、
っ
ま
り
個
人
を
単

位
と
す
る
自
発
的
な
連
帯
性
で
あ
り
、
政
治
的
生
活
へ
と
関
わ
ろ

う
と
す
る
人
間
の
人
間
た
る
確
証
＝
人
間
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ

の
も
の
、
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
ア
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
一

「自
由
と
は
、
危
機
と
か
革
命
に
お
い
て
、
政
治
活
動
の
直
接
的

な
目
標
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
実
際
に
は
と
に
か
く

人
間
が
政
治
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
共
同
生
活
し
て
い
る
理
由

な
の
で
あ
る
。
自
由
な
し
に
は
、
政
治
生
活
そ
の
も
の
が
無
意
味

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
政
治
の
存
在
理
由
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の
経

験
の
場
は
活
動
で
あ
る
。」

（ア
レ
ン
ト
『過
去
と
未
来
と
の
間
に
』
一四
六
頁
）囲

ア
レ
ン
ト
が
「ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
」を
公
平
な
観
察
者
（』ヨ
ｏミ
‐

〓
”﹈
∽罵
ｏ一３
８
）の
立
場
か
ら
見
事
に
分
析
し
得
た
よ
う
に
、．

わ
れ
わ
れ
は
「政
治
」
の
存
在
理
由
を
問
う
に
あ
た
っ
て
、
人
間

の
も
つ
「間
主
観
的
」
な
実
践
的
能
力
で
あ
る
「判
断
力
」
の
意

義
を
問
う
こ
と
に
向
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
「意
見
」
の
形
成
と

「判
断
力
」
は
単
な
る
政
治
の
要
件
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
政

治
が
人
間
の
条
件
た
る
「自
由
」
を
具
現
化
す
る
た
も
の
「活
動
」

の
場
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「判
断
力
」

と
は
、
い
わ
ば
人
間
が
「自
由
」
で
あ
る
こ
と
を
確
証
し
う
る
根

拠
で
あ
り
、
「自
由
」
と
は
、
そ
の
判
断
力
の
レ
ゾ
ン
・
デ
ー
ト

ル
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。”

註
田
　
こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
思
想
か
ら
ア
レ
ン
ト
の
得
た
も
の
は
大

き
い
が
、
そ
の
関
連
性
を
詳
細
に
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
た

と
え
ば
次
の
文
献
を
参
照
小̈
野
紀
明
『現
象
学
と
政
治
―
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二
十
世
紀
ド
イ
ツ
精
神
史
』
行
人
社
、　
一九
九
四
年
、
二
五
九

頁
以
下
。

いИ
　
〓
”●●”〓
＞
”Φ”ＯＦ
〓↓〓Φ
口
“ヨ“
●
Ｏｏ●０」一いｏ●．．０〓一ｏ”∞ｏ̈

ド３
∞／
志
水
速
雄
訳
『人
間
の
条
件
』
中
央
公
論
社
　
一九
七

三
年
、
二
八
頁
。

０
　
コ
】ヽ
・
（邦
訳
　
五
〇
頁
以
下
）

四
　
♂
一０・
（邦
訳
　
一一〇
一頁
以
下
）

固
　
コ
一０。
（邦
訳
　
一一七
―
八
、
五
〇
―
五
一頁
ほ
か
）

０
　
♂
い０・
（邦
訳
　
九
―
一〇
、
二
〇
一頁
ほ
か
）

岡

　
＞
『
Φ
コ
Ｏ
Ｆ
＾
ω
Φ
一
■
Φ
Φ
●

”
”
∽
゛
”
口
０

「
Ｃ
一
Ｃ
”
９
１
１
口
】∞
〓
一
Φ
Ｘ
Φ
〒

住
∽Φ∽
卜●
りｏ〓〓
ｏ”】
弓すｏＣ”ｒｔｒ
Ｚ
Φｌ
く
ｏ『Ｆ　いΦＱｗ／缶や水一

速
雄
訳
『文
化
の
危
機
―
―
過
去
と
未
来
の
間
に
Ⅱ
』
合
同
出

版
、　
一九
七
〇
年
、　
〓
一五
頁
以
下
。

０
　
３
い０・
（邦
訳
　
一一一六
頁
）

０
　
＞
お
●ＯＦ
ｏフ
ε
す

⑩
　
〓
い０・
（邦
訳
　
一
一一七
頁
ほ
か
）
な
お
ア
レ
ン
ト
に
よ
れ

ば
「哲
学
的
真
理
」
な
い
し
「合
理
的
真
理
」
が
何
ら
現
実
に

影
響
さ
れ
ず
、
唯
一
つ
の
理
念
な
い
し
理
論
を
貫
き
う
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
政
治
的
な
言
論
を
め
ぐ
る
「意
見
」は
「事

実
的
真
理
」
と
関
連
し
、
常
に
出
来
事
や
環
境
に
よ
っ
て
影
響

さ
れ
、
妥
当
性
を
め
ぐ
る
判
断
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
考
）４
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
議
論
に
た
い
し
て
、
た
と
え
ば
ハ
ー
パ
ー
マ
ス

は
ア
レ
ン
ト
が
「知
識
」
と
「意
見
」
す
な
わ
ち
「理
論
」
と

「実
践
」
と
の
古
典
的
区
分
に
固
執
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は

合
理
的
な
議
論
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
意
義
が

汲
み
出
せ
な
い
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

（０い・　』一『”Φロ
エ
”げΦ”●ド”∽・^」「〓】】Ｏ∽ｏｏ〓”∽●口‐ｏｏｒ中一一∽ｏすΦ『げＯ‐

喘”】Φ．．
『『”●庁いに『一　”目Ｐ　一て【”い●̈
　∽“〓【庁”８
ｏ̈
卜の「Ｎ・　Ｎ‘『「・

小
牧
・村
上
訳
『哲
学
的
・政
治
的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
』
上
、
下

未
来
社
、　
一九
八
四
年
、
三
四
九
頁
以
下
／
齋
藤
純
一「政
治

的
公
共
性
の
再
生
を
め
ぐ
っ
て
―
―
ア
ー
レ
ン
ト
と
ハ
ー
パ
ー

マ
ス
」
『
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
と
現
代
』
第
一〇
章
、
藤
原
■
二島
・

木
前
編
、
新
評
論
、　
一九
八
七
年
。

ｍ
　
＞
【Φ●ヽ
Ｆ
ｏ？
」

，

υ
　
び
い０・
志
水
速
雄
訳
『真
理
と
政
治
―
―
過
去
と
未
来
の

間
に
Ｉ
』、
合
同
出
版
、　
一九
七
〇
年
。

ｍ
　
＞
お
い０一
（Φ，
σЧ
”
・”Φす
ｑ
ｙ
ａｒ８
一・３
∽
０●
パ
”●一̈
∽

「ｏ〓一いｏ”Ｐ
”〓〓ｏ∽ｏｏすヽ
）ｒ
Ｏ〓いｏ”∞ｏ̈
漱あ
Ｎ・　一一・『〇い，
ノ／
ア浜

田
義
文
監
訳
『カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
法
政
大
学
出
版
局
、

一九
八
七
年
。

Ш
　
ヨ
一一・
（邦
訳
　
一〇
七
―
一
一
一頁
）

ｍ
　
＞
『Φａ
ｒ
Ｆ
一ｌ
Φ８
””∽一
”ａ
「●一ｃ『Φ・
（邦
訳
『文
化

の
危
機
』
九
六
頁
）

―-106-



ｍ
　
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
は
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
「思
慮
」
と

い
う
個
人
主
義
的
立
場
と
、
カ
ン
ト
的
な
「公
平
な
観
察
者
」

の
普
遍
主
義
的
立
場
が
ア
レ
ン
ト
の
「判
断
力
」
の
規
定
に
混

在
し
て
い
る
難
点
を
強
く
指
摘
し
て
い
る
。

０い。　りヽ
”“『い゙
いｏ
「”∽∽Φ『”●
Ｃ̈
国目一”ΦくΦ′
ａ弓〓Φ
りｏ〓一一ｏ”】

「〓一一ｏ∽ｏ●〓Ч　ｏい　一宝一”●●”ｒ　ｂ”『ｏ●０一．　一ｒｏ日ヽ
ｏ●̈
　卜ΦΦ卜・●●

い〇一
いい・
（（】，”ｏ一Φ”　ω）

ｍ
　
＞
『Φ口針
）
↓ぎ
〓
ｃヨ
曽
ｏｏ乱
〓
ｏＰ
８
ζ
８
”
（邦
訳

二
三
四
頁
）

【Ш　　̈”ｏ●”ｒ一　”Φ”●Φ『・■〓”●●”〓
＞
”Φ口０一　ｏ●　ヽ
〓０”】●”））
い●

＞≒Φ●０一〕
【【”●一．∽　りｏ〓一いｏ”】
”〓〓ｏ∽ｏ「〓Ч・　ｏつ∞Φ
いい。「”『一

↓モ
ｏや
【ユ
Φ『「
Φ一”お
ｕ∽∽Ｑ
（邦
訳
　
一〓〓
一頁
以
下
）

鴨
　
＞
『８
Ｐ
・
”鵬
一
”巳
”二
馬
Φ・
（前
掲
書
、　
一〇
〇
頁
）

ｍ
　
ｕＱ・
”
〓
コ”『ヽ
』・ωΦ『●∽一２
●ヽ
口
””””〓
＞
『Φ”０す
↓〓Φ

ｂ■●げ”∞“̈
一いΦ∽　Ｏ喘
．弓ゴΦｏ『Ч　”●０　もら”ｏ一いｏΦ．　いｏ　一”ｏ】い０いｏＰ一

↓〓ΦＯ【Ч
”●一
●『”ｏ一日．００̈
　一口０・げヽ
「”』〕”】Ｆりヽ
い●●Φ”Ｏｏ日ぃ●・卜Ｏ『『・

な
お
、
「公
的
領
域
」
の
今
日
的
復
権
の
主
張
を
暗
に
想
定
す

る
ア
レ
ン
ト
の
議
論
は
、
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
の
「生
活
世
界
」
概

念
や
ア
ー
ペ
ル
の
「コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
と
い
っ

た
対
話
的
モ
デ
ル
に
よ
る
政
治
的
公
共
性
の
復
権
論
と
問
題
意

識
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
含
め

て
そ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
性
格
が
批
判
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

囲
　
＞
『Φ●ヽ
Ｆ
ｏフ
ε

，

口
　
０
”
＞
『Φ●一Ｆ
＾^口̈
ｏァヨ
”●●
い●
』Φ”」∽”ＦΦ日
¨
＞
”
ΦＯｏ【一

ｏ口　一〓Φ　一∞”口”】い一Ч　ｏい　一口くいＨョ̈
　】ビｏ●Ｏｏ●̈

”
　
ア
レ
ン
ト
の
自
由
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国
家
に
お

い
て
成
立
し
て
い
た
「自
由
と
平
等
」
が
結
び
つ
い
た
状
況
を

範
例
と
す
る
も
の
で
、
「命
令
す
る
も
命
令
さ
れ
も
し
な
い
で

活
動
し
う
る
状
態
」
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
今
日
的
概
念
で
の

「強
制
的
支
配
か
ら
の
解
放
（﹈”ｇ
『ご
と
と
い
う
意
味
に
お

い
て
だ
け
で
な
く
、
人
々
が
対
等
な
立
場
で
自
発
的
に
活
動
し
、

共
同
的
行
為
（す
な
わ
ち
政
治
）に
参
加
す
る
こ
と
（い”Φ＆
ｏ日
と

あ
る
い
は
ま
た
そ
の
空
間
、
と
い
う
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て

使
わ
れ
て
い
る
。

０，
＞
【Φ●ＯＦ
〓≦、す”一
”∽
『『ΦΦＯｏ日ヽ
ョ　一●　”Φ寸ξｏΦ●　””∽一

”邑
『二
賢
Φ・８
８
・／
飯
島
昇
蔵
「
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
と

公
的
自
由
」
『早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
』
第
二
六
五
号
、
一九

八
一年
。

（い
ま
も
と
　
し
ゅ
う
じ
　
早
稲
田
大
学
）
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