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論
　
　

説

活
動
し
な
が
ら
考
え
る

―

ア
ー
レ
ン
ト
思
考
論
の
実
践
的
側
面

三
　

浦
　

隆
　

宏

　

一
九
五
八
年
出
版
の
『
人
間
の
条
件
』
に
お
い
て
、「
思
考
の
営
み
は
今
回

の
考
察
か
ら
は
省
か
れ
」、「
本
書
は
労
働
、仕
事
、活
動
の
議
論
に
限
定
さ
れ
る
」

（H
C

：5

）
と
述
べ
て
い
た
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
、（
死
後
の
）
一
九
七
八

年
に
M
・
マ
ッ
カ
ー
シ
ー
の
手
を
借
り
て
出
さ
れ
た
『
精
神
の
生
活
』
第
Ⅰ
部

に
お
い
て
、
そ
の
「
思
考
」
へ
と
議
論
を
集
中
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
契
機
に
つ

い
て
は
、
一
般
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ェ
ル
サ

レ
ム
で
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
（
一
九
六
一
年
）
を
傍
聴
し
、
彼
の
「
無
思
考
性

0

0

0

0

thoughtlessness

」
と
い
う
「
際
だ
っ
た
特
質
」（L

M
1

：4

）
に
衝
撃
を
う
け

た
彼
女
は
、「
善
悪
の
問
題
、
正
不
正
を
区
別
す
る
能
力
は
、
私
た
ち
の
思
考

能
力
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」（L

M
1

：5

）
と
問
い
、「
思
考
の
営

み
は
、〔
中
略
〕
悪
を
行
な
う
こ
と
を
抑
制
す
る
条
件
に
な
り
う
る
の
か
、
あ

る
い
は
じ
っ
さ
い
に
悪
を
為
さ
な
い
よ
う
に
人
び
と
を
「
条
件
づ
け
る
」
こ
と

が
可
能
な
の
か
」（ibid.

）
と
問
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　

か
く
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
は
、『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
「
活
動
的
な
生
」

の
考
察
を
い
わ
ば
「
補
完
す
る
著
作

）
1
（

」
と
し
て
、「
観
想
的
な
生
」
そ
れ
じ
た

い
を
主
題
と
す
る
『
精
神
の
生
活
』
を
執
筆
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
ゆ
え

に
両
者
の
考
察
は
、
別
々
の
も
の
と
見
な
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
政
治

に
ほ
と
ん
ど
関
心
の
な
い
哲
学
の
学
生
」
で
あ
っ
た
彼
女
が
、「
ナ
チ
ズ
ム
の

衝
撃
に
よ
っ
て
公
的
な
事
柄
に
対
し
突
如
と
し
て
関
心
を
も
つ
よ
う
に
」な
り
、

「
政
治
学
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
の
こ
と
は
し
た
と
感
じ
た
」
の
ち
に
、
ふ
た

た
び
「
哲
学
そ
の
も
の
へ
と
戻
る
途
を
見
い
だ
し
た
」
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
だ

）
2
（

。―

い
ま
も
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
て
い
る
、
彼
女
の
思
考
の
歩
み
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
二
〇
〇
二
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
思
索
日
記
』
は
、
こ
の
見
方
に
若
干

の
修
正
を
施
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
こ
の
書
物
は
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
思
考
」
に
対
す
る
考
察
が
、
遅
く
と
も
一
九
五
〇
年
の
七
月

に
は
す
で
に
始
め
ら
れ
て
お
り
、
以
後
七
〇
年
ま
で
断
続
的
に
続
い
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
で
あ
る

）
3
（

。
一
例
と
し
て
一
九
五
一
年
と
五
五
年
の
記

述
を
挙
げ
て
み
よ
う
。―

「
思
考
と
活
動
。〔
中
略
〕
伝
達M

itteilung

は

思
考
と
活
動
の
中
間
に
位
置
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
達
が
な
け
れ
ば
思
考
も
活

動
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
伝
達
は
思
考
と
活
動
の
両
方
を
直
ち
に
指
し

示
す
」（D

T

：67
）。「
言
葉Sprache

が
思
考
と
活
動
と
を
結
び
つ
け
媒
介
す
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る
。
思
考
の
限
界
は
、
沈
黙
に
圧
倒
さ
れ
て
言
葉
を
失
っ
た
真
理
の
直
観
で
あ

り
、
活
動
の
限
界
は
無
言
の
暴
力
で
あ
る
」（D

T

：528

）。

　

ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
早
い
時
期
か
ら
「
思
考
」
に
対
す
る
考
察
を
始

め
て
い
た
の
だ
と
し
て
、
で
は
彼
女
は
、
そ
の
「
思
考
」
と
「
活
動
」
と
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

一
般
的
な
見
解
を
D
・
R
・
ヴ
ィ
ラ
は
こ
う
書
き
記
す
。「
ア
ー
レ
ン
ト
は

思
考
と
活
動
の
区
別
に
頑
な
に
こ
だ
わ
っ
た
」、「
ア
ー
レ
ン
ト
は
思
考
と
活
動

と
が
と
も
に
相
対
的
に
自
律
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
相
互
に
区
別
す
べ

き
こ
と
を
主
張
し
た

）
4
（

」。―

の
ち
に
も
見
る
よ
う
に
、
彼
が
こ
こ
で
論
拠
と

し
て
い
る
の
は
、
晩
年
の
ア
ー
レ
ン
ト
そ
の
ひ
と
に
よ
る
両
者
を
区
別
す
る
発

言
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
の
区
別
は
、
両
者
の
無
関
係
さ

0

0

0

0

を
、
あ
る
い
は
相
容
0

0

れ
な
さ

0

0

0

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
先
に
引
い
た
ふ
た
つ
の
文
章

か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
両
者
の
対
立
0

0

関
係
ま
で
は
読
み
と
れ
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
二
〇
年
間
に
わ
た
る
考
察
の
過
程
で
、
思
考
と
活
動
と

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
彼
女
の
な
か
で
考
え
に
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
理
由
と
は
な
に
か
。

　

以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
考
論
を
、
ま
ず

そ
の
構
造
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
思
考
と
活
動
の
相
関
を
跡
づ
け
（
一
、二
、三

節
）、
つ
い
で
通
時
的
な
観
点
か
ら
、
両
者
の
関
係
の
推
移
と
そ
の
理
由
を
検

討
し
（
四
、五
節
）、
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
最
後
に
、
彼
女
の
思
考
論
か
ら

「
活
動
し
な
が
ら
考
え
るthinking in action

）
5
（

」
と
い
う
営
み
を
導
き
出
す
（
六

節
）
こ
と
を
試
み
る
。

一
　

思
考
は
何
で
な
い
か

　

は
じ
め
に
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
る
「
思
考
」
が
何
で
な
い
0

0

か
を
確
認
し
て
お

く
こ
と
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
彼
女
自
身
、「
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を

語
る
さ
い
に
は
、
そ
れ
が
何
で
な
い
0

0

か
を
語
ら
な
け
れ
ば
同
語
反
復
に
な
っ
て

し
ま
う
」（L

M
1

：183, cf. R
J

：184

）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

）
6
（

。

　

一
九
五
〇
年
七
月
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
のSeyn

の
概
念
を
解

釈
し
な
が
ら
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。―

「
思
考
は
思
弁
で
も
観
想
で
も「
思

惟cogitare

」
で
も
な
い
。
む
し
ろ
完
成
さ
れ
た
集
中
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
そ
こ
に
他
の
す
べ
て
の
「
能
力
」
が
集
中
す
る
絶
対
的
覚
醒
で
あ
る
」

（D
T

：12

）。
思
考
を
「
観
想

）
7
（

」
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
区
別
し
よ
う
と
す
る
こ

の
考
え
は
、『
精
神
の
生
活
』
第
Ⅰ
部
の
序
論
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
お

り
、
そ
こ
で
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
デ

カ
ル
ト
の
名
を
出
し
な
が
ら
、「
観
想
が
最
高
の
精
神
の
状
態
だ
と
い
う
考
え

は
西
洋
哲
学
の
発
生
と
同
じ
く
ら
い
古
い
」、「〔
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
お
い
て
〕
思
考
の
目
標
と
終
局
は
観
想contem

plation

に
あ
り
、
観
想

と
は
能
動
的
な
も
のan activity

で
は
な
く
受
動
的
な
も
のa passivity

で
あ

る
」、「
哲
学
が
神
学
の
侍
女
と
な
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
伝
統
に
従
え

ば
、
思
考
は
省
察m

editation

と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
省
察
は
ふ
た
た
び
観
想

に
終
わ
る
の
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る

）
8
（

（L
M

1

：6

）。

　

で
は
、
観
想
や
省
察
と
対
置
さ
れ
る

0

0

0

0

0

思
考
の
特
徴
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
用
い
た
比
喩
だ
と
し
て
、
思
考

を
「
風
」
や
「
嵐
」
と
し
て
捉
え
（L

M
1

：174, R
J

：175

）、
そ
れ
は
「
秩
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序
か
ら
外
れ
て
」（R

J

：167

）
お
り
、
人
び
と
を
「
眠
り
か
ら
覚
め
さ
せ
、
完

全
に
目
覚
め
て
生
き
生
き
と
し
た
状
態
に
す
る
」（R

J

：176

）
の
だ
と
定
義
づ

け
る
。
ま
た
、
思
考
は
「
私
た
ち
の
知
る
、
唯
一
純
粋
な
働
き
」（D

T

：249

）

で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
知
識
」
や
「
知
る
こ

と
」
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
も
い
う
（L

M
1

：14, R
J

：163

）。
な

ぜ
な
ら―し

か
し
、
知
ろ
う
と
望
む
と
こ
ろ
で
は
、
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し

て
思
考
す
る
と
き
、
も
う
ま
っ
た
く
知
ろ
う
と
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

意
味
で
思
考
は
知
識
欲
を
押
し
殺
し
、
知
へ
の
意
志
は
思
考
す
る
能
力
を
根
絶

す
る
。
信
仰
に
お
い
て
は
、
知
ろ
う
と
す
る
精
神
が
不
可
知
の
領
域
を
征
服
す

る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
に
お
い
て
は
学
問
の
精
神
が
、
思
考
力
と
い
う
不
可
知

の
領
域
の
な
か
で
現
実
に
根
源
的
に
働
き
、
方
向
を
見
い
だ
す
能
力
を
破
壊
し

て
し
ま
う
。
／
思
考
は
知
り
え
な
い
か
ら
、
知
へ
の
意
志
に
よ
っ
て
「
限
定
」

さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
思
考
は
唯
一
の
現
実
に
「
無
制
約
的
な
」
働
き
で

あ
り
、
自
由
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。（D

T

：261

）

　

最
後
の
一
文
は
、
後
年
の
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
活
動
」
と
「
自
由
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
書
き
記
し
て
い
た
テ
ー
ゼ
、「
政
治
の
存
在
理
由
は
自
由
で
あ
り
、

自
由
が
経
験
さ
れ
る
場
は
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（B

P
F

：145

）
を
私
た
ち

に
想
い
起
こ
さ
せ
も
す
る
。
仄
か
に
見
え
る
、
思
考
と
活
動
と
の
つ
な
が
り
を

よ
り
鮮
明
に
す
べ
く
、
以
下
で
は
彼
女
の
思
考
論
を
よ
り
内
在
的
に
検
討
し
て

ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　

思
考
の
本
質―

〈
一
者
の
な
か
の
二
者
〉

　

前
節
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
漠
然
と
「
思
考
」
を
主
語
に
し
て
、
そ
の
外
形

を
跡
づ
け
て
み
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
思
考
の
主
体
と
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
思
考
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
い
く
つ
か
の
問
い
を
提
出

し
て
い
る

）
9
（

が
、
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
女

に
と
っ
て
思
考
の
主
体
と
は
「
思
考
す
る
自
我thinking ego

」（L
M

1

：42, 

etc.

）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
女
は
こ
の
言
葉
に

か
ん
し
、「
思
考
す
る
自
我
は
じ
つ
に
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
」
で
あ
り
、
他
人

に
対
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
に
気
づ
く
と
い
う
と
き
の
自
己
と
い

う
の
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
い
て
「
無
で
は

な
い
」。
／
思
考
す
る
自
我
は
ま
っ
た
く
の
能
動
性
そ
の
も
のsheer activity

で
あ
る
か
ら
、
年
も
と
ら
な
け
れ
ば
、
性
別
も
な
く
、
才
能
も
な
け
れ
ば
、
人

生
の
物
語
も
な
い
」（L

M
1

：42f.

）
と
述
べ
て
い
る

）
10
（

。

　

そ
の
う
え
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
名
を
出
し
な
が
ら
、「
思
考

の
本
質
」
を
、〈
一
者
の
な
か
の
二
者T

he tw
o-in-one

〉
と
い
う
「
対
話
的

構
造
」
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
（L

M
1

：185, R
J

：184

）。
こ
の
こ
と
ば

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
引
い
て
お
こ
う
。

　

人
間
が
本
質
的
に

0

0

0

0

複
数
性
に
お
い
て
存
在
し
て
い
るm

an exists essentially 

in the plural

と
い
う
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
何
よ
り
も
雄
弁
に
指
し
示
し
て
い
る

の
は
、
一
人
で
あ
る
こ
とsolitude

に
よ
っ
て
、
た
ぶ
ん
高
等
動
物
も
持
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
端
的
な
自
己
意
識
が
、
思
考
の
営
み
の
あ
い
だ
で
は
二
者
性
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と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
自
分
自
身
と
の
二
者
0

0

性0duality of m
yself

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
思
考
が
真
の
営
み
た
り
え
る
の
で

あ
っ
て
、
私
が
問
う
者
で
あ
る
と
同
時
に
答
え
る
者
に
も
な
る
の
だ
。（L

M
1

：

185
）

　

思
考
を
こ
の
よ
う
に
「
対
話
的
構
造
」
と
し
て
見
な
す
の
は
、
な
に
も
ア
ー

レ
ン
ト
に
の
み
特
有
な
も
の
な
の
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
を
、
た
と
え
ば
丸
山

眞
男
で
あ
れ
ば
「
人
格
内
交
流
」「
自
己
内
対
話
」
と
書
き
記
し

）
11
（

、ガ
ダ
マ
ー
（
を

読
む
デ
リ
ダ
）
で
あ
れ
ば
「
内
的
対
話
」
と
呼
ぶ

）
12
（

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
彼
女
の
思
考
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
先
へ
と
進
む
。
す
な
わ
ち
、

「
意
識
は
思
考
と
同
じ
で
は
な
い
」
と
し
た
あ
と
、「
自
己
認
識
と
い
う
意
味
で

の
意
識
が
な
け
れ
ば
思
考
は
不
可
能
で
あ
る
」（L

M
1

：187

）
と
続
け
た
う
え
、

「
意
識consciousness

」
と
「
良
心conscience

」
と
の
言
語
的
な
つ
な
が
り

を
指
摘
し

）
13
（

、「
思
考
」
と
「
良
心
」
と
の
関
係
を
こ
う
記
す
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。「
思
考
に
よ
っ
て―

無
言
の
対
話
に
お
け
る
〈
一
者
の
な
か
の
二
者
〉

が―

意
識
の
な
か
で
与
え
ら
れ
て
い
る
同
一
性
の
な
か
に
差
異
が
現
実
化
さ

れ
、
そ
の
結
果
、
副
産
物
と
し
て
良
心
が
生
ま
れ
る
」（L

M
1

：193

）。

　

私
た
ち
は
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
問
い
に
対
し
て
ひ
と
つ
の
回
答
を
お
こ
な
っ
た
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
さ
ら
に
「
差
異the difference

」
と
い
う
言

葉
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
は
「
私
は
他
人
に
対
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
私
自
身
に
も
対
し
て
お
り
、
こ
の
後
者
の
場
合
に
は
明
ら
か

に
私
は
単
に
独
り
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
が
一
人
で
あ
る
こ
と
の
な
か
に

は
差
異
が
差
し
込
ま
れ
て
い
る

）
14
（

」（L
M

1

：183, R
J

：184

）
と
述
べ
た
う
え
、

こ
う
書
い
て
も
い
る
か
ら
だ
。

　

よ
う
す
る
に
、
私
と
私
自
身
と
の
あ
い
だ
の
思
考
に
お
け
る
対
話
の
な
か
で
、

意
識
を
人
間
に
固
有
な
か
た
ち
で
現
実
化
し
て
ゆ
く
さ
い
に
見
て
と
れ
る
よ
う

に
、
人
間
の
住
ま
い
と
し
て
複
数
の
事
物
の
な
か
で
与
え
ら
れ
て
い
る
現
わ
れ

の
世
界
が
も
っ
て
い
る
傑
出
し
た
特
徴
で
あ
る
差
異
性
と
他
者
性difference 

and otherness

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
が
精
神
的
な
自
我
と
し
て
存
在
す

る
た
め
の
条
件
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
自
我
は
二
者
性
に
お
い
て
の

み
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（L

M
1

：187, cf. R
J

：184

）

　

『
人
間
の
条
件
』
の
「
活
動
」
を
論
じ
る
章
の
冒
頭
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い

た
「
差
異
性
」
と
「
他
者
性
」
と
い
う
言
葉
（H

C
：176

）
が
、
こ
こ
で
も
用

い
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「〔
思
考
に
〕
本

質
的
に
内
在
し
て
い
る
二
者
性
が
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
世
の
掟
た
る
無

限
の
複
数
性
で
あ
る
」（L

M
1

：187

）
と
も
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
現
わ

れ
の
世
界
」
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
「
活
動
」
の
条
件
が
複
数
性
で
あ
っ
た
の

と
同
様
に

0

0

0

、「
不
可
知
の
領
域
」
で
行
な
わ
れ
る
「
思
考
」
の
条
件
も
ま
た
複

数
性
に
存
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ

）
15
（

。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
、「
複
数
性
」
と

い
う
条
件
を
介
し
て
、
思
考
と
活
動
と
の
関
連
性
を
ひ
と
ま
ず
ひ
と
つ
指
摘
し

え
た
こ
と
に
な
る
。
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三
　

思
考
と
比
喩
的
な
言
論

　

つ
づ
け
て
本
節
で
は
、「
活
動
」
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
っ
た
「
言

論speech
）
16
（

」
が
、
思
考
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
、
つ
ぎ
の
引
用
を

手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

〔
…
…
〕
比
喩
的
な
言
語language

は
、
精
神
が
「
外
部
の
感
覚
現
象
」
と
な

る
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
あ
り
、
沈
黙
し
た
ま
ま
の
、〔
世
界
に
〕
現
わ
れ
な

い
営
み
で
さ
え
も
、
私
と
私
自
身
と
の
沈
黙
の
対
話
で
あ
る
言
論
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
魂
の
生
活
に
は
ま
っ
た
く
当
て
は
ま
ら
な
い
。
概

念
的
で
比
喩
的
な
言
論
と
い
う
の
は
、
思
考
の
営
み
、
精
神
の
働
き
に
は
じ
つ

に
よ
く
適
し
た
も
の
だ
が
、
魂
の
生
活
は
、
そ
の
性
格
が
充
分
表
わ
さ
れ
て
い

る
場
合
、
言
論
よ
り
も
ひ
と
つ
の
ま
な
ざ
し
や
音
、
し
ぐ
さ
に
よ
っ
て
ず
っ
と

よ
く
表
現
さ
れ
る
。（L

M
1

：31

）

　

同
様
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
他
の
箇
所
で
も
、「
言
論
を
必
要
と
し
て
い
る
の
は

私
た
ち
の
魂
で
は
な
く
精
神
で
あ
る
」（L

M
1

：98

）
と
述
べ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
ま
ず
は
「
精
神the m

ind

」
と
「
魂the soul

」
と
の
違
い
を
確
認

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
精
神
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
が
魂
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
し
、
そ
の
反
対
も
真
で
あ
る
」（L

M
1

：33

）、「
す
べ
て
の
精
神
の
営

み
は
た
し
か
に
現
わ
れ
の
世
界
か
ら
ひ
き
こ
も
る
が
、
こ
の
ひ
き
こ
も
り
は
自

己
な
い
し
は
魂
の
内
面
に
向
け
て
の
も
の
で
は
な
い
」（L

M
1

：32

）
と
述
べ

て
い
る
。
で
は
、「
精
神
」
と
「
魂
」
と
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ

て
く
る
そ
の
理
由
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
私
た
ち
の
魂
の
経
験
は
身
体
と
非

常
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
」（ibid.

）、「
私
た
ち
の
魂
の
情
念
と
感
情
は
身

体
に
結
び
つ
け
ら
れ
てbody-bound

い
る
」（L

M
1

：35

）
と
い
う
よ
う
に
、

後
者
が
「
身
体
」（
と
い
う
軛
）
と
結
び
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

前
者
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
た
し
か
に
喜
び
や
悲
し
み
の
感
情

は
、
し
ぐ
さ
な
ど
の
動
作
を
伴
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。「
魂
の
情
念
と
感
情
」
は
、

言
葉
よ
り
も
身
体
に
よ
っ
て
雄
弁
に
（
し
か
し
画
一
的
に

）
17
（

）
表
現
さ
れ
る
と

い
っ
て
よ
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
思
考
す
る
存
在
者
は
話
そ
う
と
い
う
衝
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0an urge to 

speak

を
も
ち

0

0

0

、
話
す
存
在
者
は
考
え
よ
う
と
す
る
衝
動
を
も
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（L
M

1

：

99

）
と
い
う
よ
う
に
、「
精
神
」
は
「
言
論
」
と
結
び
つ
く―

そ
う
ア
ー
レ

ン
ト
は
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
精
神
の
営
み
は
そ
れ
じ
た
い
で
は
見
え
な
い
も

の
だ
し
、
ま
た
見
え
な
い
も
の
に
関
わ
る
も
の
な
の
だ
が
、
こ
れ
が
あ
ら
わ
に

な
る
の
は
言
論
を
通
し
て
の
み
の
こ
と
で
あ
る
」（L

M
1

：98

）
と
い
う
の
だ
。

　

そ
し
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
精
神
、
す
な
わ
ち
思
考
に
よ
る
「
言
論
」
に

対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
追
記
を
す
る
。―

「
言
語
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て

の
み
、
精
神
の
営
み
は
外
の
世
界the outside w

orld

に
表
現
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
精
神
的
な
自
我
に
も
表
わ
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
言
語
が
思
考

の
営
み
に
充
分
適
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
視
覚
が
見
る
働
き

の
た
め
に
あ
る
ほ
ど
に
は
け
っ
し
て
な
い
。
ど
ん
な
言
語
で
も
精
神
の
営
み
の

要
求
に
ふ
さ
わ
し
く
で
き
あ
が
っ
た
語
彙
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
必
要
な
ば
あ

い
に
は
、
ど
れ
も
感
覚
経
験
や
日
常
生
活
の
ほ
か
の
経
験
に
も
と
も
と
は
照
応

し
て
い
る
単
語
を
借
り
て
き
て
そ
の
語
彙
と
す
る
の
で
あ
る
」（L

M
1

：102

）。
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つ
ま
り
、「
思
考
の
言
語
は
本
質
的
に
比
喩
的
で
あ
る
」（L

M
1

：110

）
と
い

う
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
思
考
が
そ
の
「
比
喩
的
な
言
葉
」

を
、「
日
常
世
界
」
か
ら
借
り
て
く
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

う
し
て
思
考
は
、「
ひ
き
こ
も
り
」
状
態
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
類
比
、
比
喩
的
な
言
語
に
よ
る
語
り
か
た
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、
こ
こ
で
は
思
考thinking

と
呼
ん
で
い
る
思
弁
的
理
性
が
表
わ
さ
れ
る
た

め
の
ひ
と
つ
の
方
法
な
の
だ
と
い
う
。
比
喩
は
「
抽
象
的
で
」
イ
メ
ー
ジ
を
欠

い
た
思
考thought

に
対
し
て
、
現
わ
れ
の
世
界
か
ら
取
っ
て
き
た
直
感
を
提

供
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
た
ち
の
概
念
の
実
在
性
を
証
示
し
」、
そ
う
し

て
精
神
の
営
み
の
前
提
条
件
で
あ
る
現
わ
れ
の
世
界
か
ら
の
ひ
き
こ
も
っ
た
状

態
か
ら
、
い
わ
ば
も
と
に
戻
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。（L

M
1

：103

）

　

以
上
で
、
活
動
に
お
い
て
強
固
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
た
「
言
論
」
が
、

思
考
に
お
い
て
も
同
様
に
深
く
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し

た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う

）
18
（

。

四
　

思
考
と
活
動
の
区
別
へ
の
問
い

　

さ
て
私
た
ち
は
こ
こ
ま
で
で
、
思
考
が
活
動
と
同
様
に
、
複
数
性
お
よ
び
言

論
と
い
う
性
質
を
併
せ
も
つ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

）
19
（

が
、

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
両
者
の
営
み
が
、
い
わ
ば
「
現
わ
れ
の
世
界
」
を
裂

け
目
に
し
て
（
一
方
は
そ
の
世
界
に
お
い
て
、
他
方
は
そ
こ
か
ら
ひ
き
こ
も
っ

て
）、
相
似
的
な
働
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
示
せ
て
も
、
両
者
が
区
別
さ
れ

て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
覆
す
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
私
た
ち
と

し
て
は
、
思
考
と
活
動
の
両
者
の
絡
み
合
い

0

0

0

0

を
も
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
前
に
問
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
共
通
の
性
質
を
も

つ
思
考
と
活
動
と
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
そ
の
理
由

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
。
た
と
え
ば
一
九
七
二
年
に
開
か
れ
た
、
ア
ー
レ
ン
ト
を
囲
む
会
議
で
の
席

上
で
彼
女
は
「
思
考
と
活
動
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
、
ふ
た
つ

の
営
み
は
「「
実
存
的
な
」
位
置
」
を
「
ま
っ
た
く
異
に
し
て
い
ま
す
」
と
断

言
し
て
い
る

）
20
（

。
ま
た
、
一
九
六
五
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
「
道
徳

哲
学
の
諸
問
題
」
と
題
す
る
講
義
に
お
い
て
も
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
こ
う

述
べ
て
い
た
。―

「
思
考
と
活
動
は
た
だ
単
に
異
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
ふ

た
つ
の
営
み
の
あ
い
だ
に
は
内
的
な
緊
張an inherent tension

が
存
在
す
る
」

（R
J

：105

）、「
政
治
的
に
言
え
ば
、
思
考
と
活
動
の
主
な
違
い
は
、
思
考
す
る

と
き
に
は
私
は
自
己
か
、
他
な
る
自
己
と
共
に
い
る
の
に
対
し
て
、
活
動
を
始

め
る
や
否
や
、
私
は
他
の
多
く
の
人
び
と
と
共
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
」（R

J

：106

）。

　

も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
と
て
両
者
の
営
み
が
同
一
で
あ
る

0

0

0

0

0

と
考
え
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
そ
の
「「
実
存
的
な
」
位
置
」
を
異
に
す
る

で
あ
ろ
う
、
労
働
と
思
考
、
あ
る
い
は
制
作
／
仕
事
と
思
考
と
は
違
い
（D

T

：

203
）、
活
動
と
思
考
と
は
、
複
数
性
と
言
論
と
い
う
共
通
の
紐
帯
を
内
臓
し

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
両
者
の
区
別
に

こ
れ
ほ
ど
固
執
す
る
（
よ
う
に
な
っ
た
）
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、
た
と
え
ば

一
九
五
三
年
に
な
さ
れ
た
講
義
の
草
稿
「
伝
統
と
近
代
」
に
お
い
て
彼
女
が
、
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「
思
考
と
活
動
と
の
対
立
」
を
、「
思
考
か
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
を
奪
い
、
活
動
か
ら

は
意
味
を
奪
う
こ
と
で
双
方
を
無
意
味
に
し
て
し
ま
う
」（B

P
F

：25

）
と
書

き
記
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
な
お
さ
ら
強
ま
っ
て
く
る
は
ず
で
あ

る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
冒
頭
に
お
い
て
引
い
た
ヴ
ィ
ラ
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
、「
思
考
と
活
動
（
ま
た
は
理
論
と
実
践
）
と
の
統
一
と
い
う
理
想
に

強
い
懐
疑
を
抱
き
続
け
て
い
た
」
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
女
が
同
時
代
に
体
験

し
た
で
あ
ろ
う
「
マ
ル
ク
ス
主
義
や
そ
の
他
の
理
論
主
導
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
主

導
の
運
動
」
が
、
お
な
じ
理
想
を
「
追
求
し
て
い
た
」
こ
と
を
記
し
、
そ
の
た

め
「
ア
ー
レ
ン
ト
に
は
思
考
と
活
動
と
の
区
別
を
守
り
抜
く
こ
と
に
非
常
に
強

い
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
し
か
し
「
一
九
六
〇
年
代
以

降
の
い
く
つ
か
の
試
論
に
お
い
て
」、
彼
女
が
「
思
考
と
活
動
と
の
あ
い
だ
に

判
断
の
能
力
を
措
定
し
て
、
あ
る
種
の
橋
渡
し
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
い
た
ら

し
い
の
は
確
か
で
あ
る
」
と
も
述
べ
た
う
え

）
21
（

、「
思
考
と
判
断
力

）
22
（

」
を
主
題
と

し
て
検
討
す
る
作
業
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
私
た
ち
が
冒
頭
に
お
い
て

引
用
し
た
M
・
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
、「
彼
女
の
主
要
な
関
心
事
の
ひ
と
つ
は
、
思

考
と
活
動
、
哲
学
と
政
治
と
の
関
係
で
あ
る

）
23
（

」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
両
者
の

「
あ
る
種
の
緊
張

）
24
（

」
を
主
題
と
し
て
設
定
し
、
彼
女
が
「
二
種
類
の
思
考
を
区

別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

）
25
（

」
と
い
う
視
点
の
も
と
、
そ
の
思
考
論
を
「
政

治
的
思
考
」
の
側
面
と
「
哲
学
的
思
考
」
の
側
面
の
両
面
か
ら
捉
え
る
作
業
を

行
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
論
考
も
、
哲
学
と
政
治
の
関
係
を
問
い
な
お
す
も

の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い

）
26
（

。

五
　

ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
が
思
考
論
へ
及
ぼ
し
た
影
響

　

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
先
行
研
究
を
も
と
に
し
つ
つ
も
、
私
た
ち
が
ア
ー
レ
ン
ト

の
思
考
論
を
い
ま
少
し
べ
つ
の
視
座
か
ら
捉
え
る
た
め
に
提
出
し
た
い
仮
説
、

そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
七
月
か
ら
断
続
的
に
続
け
ら
れ
て
き
た
「
思
考
」
の
考

察
が
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
を
彼
女
が
経
験
す
る
こ
と
で
、「
道
徳
的
な
意
味
合

い
」（R

J

：164

）
を
強
め
る
方
向
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
女
は
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
以
前

0

0

の
思
考
論
（
私

た
ち
が
こ
れ
ま
で
引
用
・
参
照
し
て
き
た
『
思
索
日
記
』
や
、
一
九
五
四
年
の

講
義
草
稿
「
ソ
ク
ラ
テ
ス

）
27
（

」
な
ど
）
に
お
い
て
は
、
思
考
と
活
動
と
を
関
連
づ

け
な
が
ら
考
察
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
裁
判
を
傍
聴
す
る
こ
と
で
見
て
取
っ

た
「
悪
の
凡
庸
さ
」（L

M
1

：3

）
と
い
う
も
の
に
衝
撃
を
受
け
て
以
降
0

0

の
思
考

論
（「
道
徳
哲
学
の
諸
問
題
」（
一
九
六
五―

六
六
年
）
や
「
思
考
と
道
徳
的
考
察
」

（
一
九
七
一
年

）
28
（

）
を
経
て
、『
精
神
の
生
活
』
第
Ⅰ
部
へ
と
結
実
）
で
は
、
逆
に

思
考
と
活
動
と
を
区
別
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
「
良
心
」
な
ど
の

道
徳
的
な
性
質
を
そ
れ
に
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か

）
29
（

。
と
い
う
の
も
、

活
動
に
は
「
お
よ
そ
あ
り
え
そ
う
も
な
い
も
の
」
と
し
て
の
「
奇
蹟
」（B

P
F

：

168, etc.

）
を
引
き
起
こ
す
力
が
た
と
え
あ
る
に
せ
よ
、
道
徳
的
な
側
面
は
存

在
し
な
い
と
さ
れ
る

）
30
（

た
め
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
以
後
の
思
考
論
が
、「
活
動
」

と
の
連
関
を
失
う
方
向
で
考
え
ら
れ
て
ゆ
く
の
は
、
な
る
ほ
ど
当
然
の
こ
と
と

も
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る

）
31
（

。

　

た
と
え
ば
『
人
間
の
条
件
』
の
序
文
に
お
い
て
す
で
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、

「
現
代
の
明
白
な
特
徴
」
と
し
て
「
無
思
考
性
」
を
挙
げ
、
そ
れ
を
「
思
慮
の
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足
り
な
い
不
注
意
、
絶
望
的
な
混
乱
、
陳
腐
で
空
虚
に
な
っ
た
「
諸
真
理
」
の

自
己
満
足
的
な
繰
り
返
し
」（H

C

：5

）
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
（
私
た
ち
が
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
）
思
考
を
、「
善
悪
の
問
題
、

正
不
正
を
区
別
す
る
能
力
」（L

M
1

：5

）
と
関
連
づ
け
る
よ
う
な
見
方
は
し0

て
い
な
い

0

0

0

0

。
な
に
よ
り
同
書
の
最
終
段
落
に
お
い
て
彼
女
が
、「
思
考
は
、〔
中

略
〕
人
び
と
が
政
治
的
自
由
の
な
か
で
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ま
だ
可
能
で

あ
り
、
疑
い
も
な
く
現
存
し
て
い
る
」（H

C

：324

）
と
書
き
記
し
て
い
る
こ

と
も
、（「
政
治
的
自
由
」
が
活
動
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
）

一
九
五
〇
年
代
の
彼
女
が
、
思
考
を
活
動
と
関
連
づ
け
な
が
ら
考
察
し
て
い
た

こ
と
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

）
32
（

。

　

そ
し
て
、
こ
れ
は
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
が
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、「
も
し

ア
イ
ヒ
マ
ン
に
反
省
的
思
考
の
能
力
が
あ
れ
ば
、
彼
は
決
し
て
ナ
チ
に
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
思
考
の
（
道
徳
的
な
）
意
味
を
説
い
て

し
ま
う
と
、
し
か
し
、「
一
九
三
三
年
と
い
う
切
迫
し
た
状
況
に
お
い
て
、
最

も
深
い
思
考
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
ナ
チ
ズ
ム
支
持
か
ら
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら

く
の
間
は
、
救
出
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
矛
盾
」
に
私
た
ち
は
直
面
し

て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
33
（

。
つ
ま
り
、
活
動
と

の
連
関
を
失
っ
た
「
孤
独
な
思
考
」
は
、「
思
索
者
の
共
通
感
覚
を
弱
め
、
世

界
に
お
け
る
生
活
能
力
を
奪
う
こ
と
が
充
分
あ
り
う
る

）
34
（

」
こ
と
に
な
る
怖
れ

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
つ
て
R
・
ベ
イ
ナ
ー
が
指
摘
し
て
い
た

よ
う
に
、「
ア
ー
レ
ン
ト
の
判
断
力
へ
の
関
心
が
時
と
と
も
に
変
化
し
た

）
35
（

」
の

は
そ
の
た
め
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
彼
女
は
、
判
断
力
を
「
活
動

者actor

に
対
置
さ
れ
る
、（
公
的
精
神
は
も
っ
て
い
る
が
）
孤
立
し
た
観
照

contem
plator

の
特
権
と
み
な
す
傾
向
が
強
く
な
っ
た

）
36
（

」
わ
け
で
あ
る
。
ゆ
え

に
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
以
後
の
道
徳
的
な

0

0

0

0

思
考
論
に
つ
い
て
は
、
別
途
こ
の
判
断

力
論
の
変
容
と
い
う
観
点
と
絡
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た

別
の
課
題
と
な
る
。
と
は
い
え
、
私
た
ち
は
こ
こ
で
裁
判
以
前
0

0

に
お
い
て
彼
女

が
考
察
を
か
さ
ね
て
い
た
、
活
動
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
か
た
ち
で
の
思
考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
も

目
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、「
思
考
が
私

自
身
と
の
交
わ
り
か
ら
生
ま
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、共
通
感
覚
の
妥
当
性
は
、

人
び
と
と
の
交
わ
り
の
う
ち
か
ら
生
ま
れ
る
」（R

J

：141

）
と
彼
女
自
身
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
え
て
し
て
共
通
感
覚
を
弱
め
る
傾
向
に
あ
る
思
考
は
、「
他

者
と
の
交
わ
り
」（B

P
F

：148, P
P

：21, etc.

）
に
お
い
て
な
さ
れ
る
活
動
の

営
み
へ
と
接
続
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
欠
点
を
補
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

六
　

 

活
動
し
な
が
ら
考
え
る―

レ
ッ
シ
ン
グ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
範
例

　

と
こ
ろ
で
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
思
考
論
の
行
程
を
「
ペ
ネ
ロ
ペ
の

織
物
」
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
、
そ
こ
に
は
「
彼
女
が
関
わ
っ
て
い
た
絶
え
間
な
い

解
き
ほ
ぐ
し
を
逃
れ
て
残
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
、「
そ

の
断
片
の
多
く
の
端
は
結
ば
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
」
も
の
の
、「
残
っ
て

い
る
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

）
37
（

。
そ
こ
で
最
後
に
、
そ
の

「
断
片
」
の
い
く
つ
か
を
列
挙
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
彼
女
の
思
考
論
が
も
と
も

と
有
し
て
い
た
実
践
的
な
側
面
を
引
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。



活動しながら考える

47

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
一
九
五
九
年
に
ハ
ン
ブ
ル
グ
自
由
市
で
行
な
わ
れ
た
レ
ッ

シ
ン
グ
賞
受
賞
講
演
で
あ
る
「
暗
い
時
代
の
人
間
性
に
つ
い
て―

レ
ッ
シ
ン

グ
考
」
に
お
い
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
自
立
的
思
考
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
、「
新
た
な
種
類
の
思
考
、
す
な
わ
ち
柱
も
支
柱
も
、
基
準
も
伝
統

も
必
要
と
せ
ず
、
未
知
の
土
地
を
松
葉
杖
な
し
で
自
由
に
動
き
ま
わ
る
よ
う
な

思
考
」（M

D
T

：10
）―

い
わ
ゆ
る
「
手
す
り
な
き
思
考

）
38
（

」―

を
取
り
出

し
て
い
る
が
、
そ
の
過
程
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　

レ
ッ
シ
ン
グ
は
思
考
の
な
か
へ
と
退
却
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
自
分
自
身
の

な
か
へ
と
退
却
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
彼
に
と
っ
て
活
動
と
思

考action and thought

と
の
あ
い
だ
に
密
や
か
な
連
関
が
存
在
し
て
い
た
と
す

る
な
ら
ば
（
引
用
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
れ
が

存
在
し
て
い
た
と
確
信
し
て
い
ま
す
）、
そ
の
連
関
は
、
活
動
も
思
考
も
と
も

に
運
動
の
形
態
に
お
い
て
生
起
す
る
と
い
う
事
実
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
は

両
者
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
れ
は
運
動
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。（M

D
T

：9

）

　

こ
の
あ
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
彼
の
「
自
立
的
思
考
」
と
活
動
と
の
密
や

か
な
関
係
は
、
彼
が
け
っ
し
て
思
考
を
結
果results

に
結
び
つ
け
よ
う
と
し

な
か
っ
た
こ
と
の
な
か
に
あ
り
ま
す
」（M

D
T

：10

）
と
続
け
て
い
く
の
だ

が
、
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
私
た
ち
が
第
一
節
で
み
た
、
観
想
に
お
い
て
「
終

局
」
を
迎
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
0

0

、
人
び
と
を
「
眠
り
か
ら
覚
め
さ
せ
」

る
よ
う
な
働
き
を
す
る
「
思
考
」
に
は
、「
活
動
」
と
「
密
や
か
な
連
関
／
関

係
」
を
取
り
結
ぶ
可
能
性
、
す
な
わ
ち
《
活
動
し
な
が
ら
考
え
る
》
と
い
う

形
態
を
と
る
可
能
性
が
存
在
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
彼
女
は
、
プ
ラ
ト
ン
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
こ
う
も

言
う―

「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
考
は
、
私
と
私
自
身
と
の
あ
い
だ
の
（
プ
ラ
ト

ン
的
な
）
静
か
な
対
話silent dialogue

で
は
な
く
、
他
者
を
予
期
し
た
対
話

an anticipated dialogue w
ith others

な
の
で
す
」（ibid.

）。
ち
な
み
に
、
彼

女
に
お
い
て
活
動
と
は
、「
他
者
の
存
在
を
必
要
と
す
る
」（H

C

：22, B
P

F

：

154, 220

）
営
み
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
そ
の
二
年
前
の
一
九
五
七
年
に
発
表
し
た
「
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス

―

世
界
国
家
の
市
民
？
」
の
な
か
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
無

限
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
を
解
釈
し
な
が
ら
、「
真
理
は
そ

れ
じ
た
い
伝
達
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
外
に
お
い
て

真
理
は
消
滅
し
、
か
つ
表
現
不
可
能
と
な
る
。「
実
存
の
」
領
域
に
お
い
て
は
、

真
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
同
一
で
あ
る
」（M

D
T

：85

）
と
述
べ
た

う
え
で
、
こ
う
書
き
記
し
て
い
た
。

　

真
理
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
を
同
一
の
も
の
と
考
え
る
哲
学
は
、
た
ん

な
る
観
想
に
た
ず
さ
わ
る
だ
け
の
い
わ
ゆ
る
象
牙
の
塔
を
立
ち
去
る
こ
と
に
な

る
。
思
考
は
、
実
用
的pragm

atic

で
は
な
く
と
も
実
践
的practical

と
な
る
。

そ
れ
は
人
び
と
の
あ
い
だ
で
の
一
種
の
実
践practice

な
の
で
あ
り
、
み
ず
か

ら
が
選
ん
だ
孤
独solitude

の
な
か
で
な
さ
れ
る
個
人
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

で
は
な
い
。（M

D
T

：86

）

　

も
っ
と
も
、
死
の
直
前
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
精
神
の
生
活
』

第
Ⅱ
部
の
ま
さ
に
最
終
節
に
お
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
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を
、（
M
・
ブ
ー
バ
ー
の
「
私
と
汝I-thou

の
哲
学
」
と
と
も
に
）「
誤
り
」

（L
M

2

：200

）
と
断
じ
、「
私
た
ち
が
つ
ね
に
共
通
世
界
の
変
革
に
従
事
し
て

い
る
活
動
は
、
私
と
私
自
身
と
の
対
話
の
な
か
で
な
さ
れ
る
思
考
と
い
う
一

人
だ
け
の
仕
事
に
対
し
、
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
鋭
く
対
立
し
て
い
る
」（ibid.

）

と
述
べ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る

）
39
（

が
、
少
な
く
と
も
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
以
前
の
彼

女
が
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
な
さ
れ
る
哲
学
が
「
象
牙
の
塔
」（
た
る
大
学
）

を
飛
び
出
し
て
、
街
な
か
で
実
践
的
に
営
ま
れ
る
姿
を
思
い
描
い
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ソ
ク
ラ
テ
ス

）
40
（

の
営
為
に
着
目
す
る
こ
と
で

導
き
出
し
て
い
た
言
葉
を
挙
げ
て
お
く
と
、
彼
女
は
一
九
五
四
年
に
執
筆
し
た

講
義
草
稿
に
お
い
て
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
的
営
為
に
対
す
る
、
驚
く
ほ
ど

独
創
的
で
非
常
に
共
感
に
満
ち
た
解
釈

）
41
（

」
を
行
な
い
つ
つ
、
そ
こ
で
彼
女
は
、

「
人
間
と
は
思
考
す
る
存
在
と
活
動
す
る
存
在
と
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
存
在
で

あ
るm

an is a thinking and an acting being in one

と
の
自
覚
、
つ
ま
り
、

人
間
に
あ
っ
て
は
み
ず
か
ら
の
活
動
に
は
み
ず
か
ら
の
思
考
が
必
ず
不
可
避
的

に
付
随
す
る
も
の
だ
と
の
自
覚
は
、
人
び
と
お
よ
び
市
民
の
特
性
を
高
め
て
い

く
こ
と
に
な
る
」（P

P

：23

）
と
書
い
て
い
る
。
な
お
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
へ
の
言

及
は
、
そ
の
後
の
『
精
神
の
生
活
』
第
Ⅰ
部
に
お
い
て
も
継
続
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
彼
女
は
、
彼
を
「
思
考
へ
の
情
熱
と
活
動
へ
の
情
熱
と
い
う
見
か
け
上

矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の
情
熱
を
自
分
の
な
か
で
統
一
し
て
い
る
思
想
家
」（L

M
1

：

167

）
と
規
定
し
た
あ
と
で
、
そ
の
思
考
と
活
動
と
の
「
統
一
」
に
つ
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

〔
そ
れ
は
〕
活
動
に
思
考
を
適
用
し
た
り
、
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
的
基
準

を
確
立
す
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
私
た
ち
自
身
が
現

わ
れ
の
世
界
で
の
経
験
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
欲
求
と
の
あ

い
だ
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
面
に
も
同
じ
よ

う
に
精
通
し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
見
た
目
に
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
と
い
と
も

や
す
や
す
と
移
動
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
、
ず
っ
と
重
要
な
意
味
で
の
こ
と
で

あ
る
。（ibid.

）

　

「
現
わ
れ
の
世
界
で
の
経
験
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
し
よ
う
と
す
る
欲
求

と
の
あ
い
だ
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
」
と
い
う
、
活
動
と
思
考
と
の
あ
い
だ

の
往
還
関
係
を
名
ざ
す
言
葉
、
こ
れ
こ
そ
私
た
ち
が
今
回
の
考
察
か
ら
導
き
出

し
た
い
「
活
動
し
な
が
ら
考
え
る
」
と
い
う
営
み

）
42
（

の
骨
格
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
彼
女
自
身
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
以
前
の
一
九
五
九
年
の
段
階
に
お
い
て

は
、「
複
数
的
な
人
間
が
、「
そ
の
関
係
か
ら
活
動
が
生
起
す
る
平
等
な
者
ど
う

し
」
と
し
て
、
ま
た
「
思
考
の
営
み
の
相
手
と
し
て
の
自
己
を
き
ち
ん
と
持
っ

て
」、
共
生
で
き
る
た
め
の
「
ふ
た
つ
の
基
本
的
様
式
」
に
つ
い
て
」、
つ
ま
り

は
「「
活
動
と
思
考
の
関
係
、
あ
る
い
は
政
治
と
哲
学
の
関
係
」
に
つ
い
て
考

察
を
行
な
う
は
ず
だ
っ
た
」（P

P

：xviii

）―

J
・
コ
ー
ン
も
そ
う
述
べ
て

い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
と

に
残
さ
れ
た
私
た
ち
と
し
て
は
、
私
た
ち
自
身
が
じ
っ
さ
い
に
活
動
し
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

考
え
て
ゆ
く

0

0

0

0

0

こ
と
で
、
彼
女
が
各
々
の
先
人
の
営
み
に
言
寄
せ
る
か
た
ち
で
書

き
留
め
て
い
た
、
い
く
つ
か
の
「
断
片
」
の
そ
の
端
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
結
び

合
わ
せ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
彼
女
の
思
考
論
か
ら
私
た
ち
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が
引
き
受
け
る
べ
き
ひ
と
つ
の
実
践
的
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

註

本
稿
で
引
用
・
参
照
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
て
頁
数

と
と
も
に
本
文
中
に
記
す
。
引
用
に
お
け
る
〔
　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
を
、
／
は

改
行
を
意
味
す
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
既
刊
の
邦
訳
書
の
訳
文
に
一
部
変
更
の
手
を

加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
場
合
も
あ
る
。

B
P

F: B
etw

een Past and Future, Penguin B
ooks, 2006.

（
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, P

iper, 2002.

（
青
木
隆
嘉
訳
『
思
索
日
記
Ⅰ

一
九
五
〇―

一
九
五
三
』、『
思
索
日
記
Ⅱ
　

一
九
五
三―

一
九
七
三
』
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
六
年
）

H
C

: T
he H

um
an C

ondition 2
nded, T

he U
niversity of C

hicago P
ress, 1998.

（
志

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

L
M

1, 2: T
he L

ife of the M
ind: O

ne/T
hinking, Tw

o/W
illing, H

arcourt B
race 

Javanovich, 1978.

（
佐
藤
和
夫
訳
『
精
神
の
生
活
（
上
）』、『
精
神
の
生
活
（
下
）』
岩

波
書
店
、
一
九
九
四
年
）

M
D

T
: M

en in D
ark Tim

es, A
 H

arvest B
ook, 1995.

（
阿
部
齊
訳『
暗
い
時
代
の
人
々
』

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）

P
P: T

he Prom
ise of Politics, Shocken B

ooks, 2005.

（
高
橋
勇
夫
訳
『
政
治
の
約
束
』

筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）

R
J: R

esponsibility and Judgm
ent, Shocken B

ooks, 2005.

（
中
山
元
訳
『
責
任
と
判

断
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）

（
1
）
　

E
lisabeth Young-B

ruehl, H
annah A

rendt: For L
ove of the W

orld, Yale 

U
niversity P

ress, 1982, p. 381.

（
荒
川
幾
男
・
原
一
子
・
本
間
直
子
・
宮
内
寿
子

訳
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
伝
』
晶
文
社
、
一
九
九
九
年
、
五
〇
九
頁
）

（
2
）
　

M
argaret C

anovan, H
annah A

rendt: A
 R

einterpretation of H
er Political 

T
hought, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1992, p. 253.

（
寺
島
俊
穂
・
伊
藤
洋
典

訳
『
ア
レ
ン
ト
政
治
思
想
の
再
解
釈
』
未
来
社
、
二
〇
〇
四
年
、
三
二
四―

三
二
五

頁
）

（
3
）
　

も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
記
さ
れ
た
諸
著
作
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
、「
思
考
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と

は
で
き
た
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
『
思
索
日
記
』
の
公
刊
は
、
そ
こ
で
編
者
が
註
記
し

て
い
る
よ
う
に
、「
思
考―

活
動
」
の
主
題
が
、「
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
生
涯
の

テ
ー
マ
」（D

T

：910

）
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
　

D
ana R

. V
illa, Politics, Philosophy, Terror: E

ssays on the T
hought of H

annah 

A
rendt, P

rinceton U
niversity P

ress, 1999, p. 88, 91.

（
伊
藤
誓
・
磯
山
甚
一

訳
『
政
治
・
哲
学
・
恐
怖―

ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
思
想
』
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
四
年
、
一
三
五
、一
四
一
頁
）

（
5
）
　

一
九
六
五
年
十
二
月
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
活
動
と
思
考
に
は
言
葉
が
共

通
し
て
い
る
。
活
動
し
な
が
ら
考
え
るIch denke im

 H
andeln

の
も
、
言
葉
を
使

う
限
り
で
起
こ
る
こ
と
だ
。」（D

T

：644

）

（
6
）
　

じ
っ
さ
い
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
権
威
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
問
う
に
際
し
、
ま

ず
「
権
威
と
は
何
で
な
か
っ
た
か
」（B

P
F

：92

）
を
記
述
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て

い
た
。
な
お
、『
精
神
の
生
活
』
第
Ⅰ
部
の
序
論
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
以
下
の
言

葉
が
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
思
考
は
科
学
の
よ
う
に
知
識
を
も

た
ら
し
は
し
な
い
。
／
思
考
は
役
に
立
つ
人
生
訓
を
作
り
だ
し
は
し
な
い
。
／
思
考

は
森
羅
万
象
の
な
ぞ
を
解
き
は
し
な
い
。
／
思
考
は
活
動
へ
の
力the pow

er to act

を
直
接
与
え
は
し
な
い
。」

（
7
）
　

後
論
の
た
め
に
付
記
し
て
お
く
と
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
歴
史
の
概
念
」
の
あ
る

箇
所
で
、
観
想
を
「
活
動
も
そ
し
て
言
論
さ
え
伴
わ
な
いactionless and even 

speechless

」（B
P

F

：47

）
と
定
義
し
て
い
る
。

（
8
）
　

な
お
、
つ
づ
く
箇
所
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
近
代
の
登
場
と
と
も
に
、
思
考
は

基
本
的
に
は
体
系
化
さ
れ
た
知
識
と
し
て
の
科
学
の
侍
女
と
な
っ
た
」
と
述
べ
た

う
え
、
そ
の
具
体
的
な
姿
と
し
て
、「
推
論
的
なdiscursive

思
考
」
や
「
計
算

reckoning

」
的
な
思
考
を
挙
げ
て
も
い
る
（L

M
1

：7

）。

（
9
）
　

た
と
え
ば
、「
何
が
私
た
ち
を
思
考
さ
せ
る
の
か
」「
思
考
す
る
と
き
私
た
ち
は
何

を
し
て
い
る
の
か
」「
思
考
す
る
と
き
私
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」「
思
考
は
な
ん

の
役
に
立
つ
の
か
」
な
ど
。
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（
10
）
　

さ
ら
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
思
考
の
際
だ
っ
た
性
格
の
ひ
と
つ
は
比
較
を
絶
す
る

ほ
ど
の
迅
速
さsw

iftness

で
あ
る
」
と
し
、「
そ
れ
は
非
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
」

か
ら
、「
思
考
す
る
自
我
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
身
体
は
障
害
物
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
（L

M
1

：44, cf. R
J

：186

）。

（
11
）
　

丸
山
眞
男
『
自
己
内
対
話
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
二
五
二
頁
。

（
12
）
　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
雄
羊
』
林
好
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、

九
頁
。
訳
者
に
よ
る
訳
註
（
一
〇
〇―

一
〇
一
頁
）
も
参
照
。

（
13
）
　

「
言
語
に
お
い
て
「
意
識
」
と
「
良
心
」
と
が
分
離
す
る
の
に
は
長
い
時
間
が
か

か
っ
た
。
い
ま
で
も
言
語
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
に
、
両
者

が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
道
徳
的
あ
る
い
は
法
的
な
事
象
に
お
い
て
理

解
さ
れ
る
よ
う
な
良
心
は
、
意
識
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
つ
ね
に
私
た
ち
と
と

も
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
良
心
は
、
私
た
ち
に
何
を
な
す
べ
き

か
、
何
を
後
悔
す
べ
き
か
を
教
え
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。」（L

M
1

：190, 

cf. R
J

：186

）

（
14
）
　

ア
ー
レ
ン
ト
が
こ
の
「
私
が
私
自
身
と
と
も
に
い
る
状
態
」
をsolitude

と
呼
び
、

「
私
が
た
ん
に
独
り
で
い
る
状
態
」
で
あ
るloneliness

か
ら
区
別
す
る
（L

M
1

：

74

）
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。

（
15
）
　

以
下
の
言
葉
も
参
照
。「
人
び
と
は
、
す
べ
て
の
地
上
の
存
在
者
と
同
様
に
複
数

性
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
に
も
こ
の

複
数
性
の
徴
候
を
有
し
て
い
る
」（P

P

：22

）。
な
お
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
複
数
性
」

の
概
念
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
純
一
『
政
治
と
複
数
性―

民
主
的
な
公
共
性
に
む
け

て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
の
と
く
に
第
一
章
、
第
三
章
、
第
四
章
を
参
照
。

（
16
）
　

た
と
え
ば
つ
ぎ
の
言
葉
を
参
照
。「
言
論
を
欠
い
た
活
動
が
も
は
や
活
動
で
あ
り

え
な
い
の
は
、
そ
こ
に
は
も
は
や
活
動
者actor

が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
活
動
者

す
な
わ
ち
行
為
者the doer of deeds

は
、
彼
が
同
時
に
言
葉
の
話
し
手
で
あ
る
場

合
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。」（H

C

：178f.

）

（
17
）
　

た
と
え
ば
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
魂
」
を
対
象
と
す
る
心
理
学
に
対
し
て
こ
う
述
べ

て
い
る
。「
科
学
と
し
て
、
魂
の
「
内
面
は
私
た
ち
に
み
な
同
一
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
心
理
学
」
は
、「
単
調
な
画
一
さ
を
ま
ぬ
が
れ
え
ず
」、
そ

れ
は
「
表
に
出
て
い
る
人
間
の
行
為conduct

の
き
わ
め
て
変
化
に
満
ち
た
豊
か
さ

と
非
常
に
は
っ
き
り
と
対
比
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
」（L

M
1

：35

）。

（
18
）
　

活
動
と
言
論
と
思
考
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
人
間
の
条
件
』
に
以
下
の
記
述
が

あ
る
。「〔
…
…
〕
世
界
性
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
活
動
と
言
論
と
思
考
は
、
こ
れ

ら
の
う
ち
の
一
つ
が
仕
事
あ
る
い
は
労
働
と
共
有
し
て
い
る
以
上
に
多
く
の
も
の
を

共
有
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、活
動
と
言
論
と
思
考
は
、そ
れ
じ
た
い
で
は
な
に
も「
生

産
」
せ
ず
、
生
ま
ず
、
生
命
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
空
虚
で
あ
る
。」（H

C

：95

）

（
19
）
　

思
考
と
活
動
の
共
通
点
と
し
て
、
複
数
性
と
言
論
と
を
指
摘
し
て
き
た
の
は
な
に

も
恣
意
的
な
選
択
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
ア
ー
レ
ン
ト

自
身
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
言
論
の
能
力
と
人
間
の
複
数

性
の
事
実
は
相
互
に
呼
応
し
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
が
世
界
の
な
か
で
一
緒
に

い
る
人
び
と
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
に
言
葉
を
用
い
る
と
い
う
意
味
で

妥
当
す
る
だ
け
で
な
く
、
私
は
私
自
身
と
語
る
こ
と
で
私
自
身
と
共
に
生
き
る
と
い

う
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。」（P

P

：20

）

（
20
）
　

H
annah A

rendt, “ O
n H

annah A
rendt” , in M

elvyn H
ill (ed.), H

annah 

A
rendt: T

he R
ecovery of the Public W

orld, St. M
artin’ s P

ress, 1979, pp. 304―

305. 

ヴ
ィ
ラ
も
同
じ
箇
所
を
引
い
て
い
る
。C

f. D
ana R

. V
illa, op. cit., p. 87.

（
邦

訳
一
三
四
頁
）
な
お
一
九
六
九
年
一
〇
月
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
ハ

イ
デ
ガ
ー
も
含
め
て―

哲
学
者
た
ち
が
一
種
の
活
動a m

ode of action

と
し
て

理
解
し
た
思
考
」
と
記
し
た
う
え
で
、「
そ
う
い
う
立
場
に
対
し
て―

（
1
）
思

考
は
活
動
で
は
な
いT

hinking is not acting

、〔
中
略
〕（
2
）思
考
＝
笛
吹
き
」（D

T

：

742f.

）
と
書
い
て
い
る
。

（
21
）
　

D
ana R

. V
illa, op. cit., p. 88.

（
邦
訳
一
三
五―

一
三
六
頁
）

（
22
）
　

思
考
と
判
断
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
個
物
を
判
断
す
る
能
力
は
、〔
中
略
〕
思
考
す
る
能
力
と
同
じ
で
は
な
い
。

思
考
は
不
可
視
の
も
の
を
扱
い
、
目
の
前
に
な
い
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
判

断
は
つ
ね
に
個
物
や
身
近
に
あ
る
も
の
に
関
わ
る
。
し
か
し
、
意
識
と
良
心
の
場
合

と
同
様
に
こ
の
ふ
た
つ
の
能
力
は
相
関
し
て
い
る
。」（L

M
1

：193

）

（
23
）
　

M
argaret C

anovan, op. cit. , p. 253.

（
邦
訳
三
二
四
頁
）

（
24
）
　

Ibid., p. 254.

（
邦
訳
三
二
五
頁
）

（
25
）
　

Ibid., p. 266.

（
邦
訳
三
四
〇
頁
）



活動しながら考える
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（
26
）
　

ほ
か
に
も
、
宇
野
重
規
「
政
治
を
哲
学
す
る
1
　

政
治
と
哲
学
の
微
妙
な
関
係
」

（『
本
』
二
〇
一
〇
年
四
月
号
、
講
談
社
）
を
参
照
。
そ
こ
で
宇
野
は
、「
彼
女
は
ひ

た
す
ら
に
政
治
と
哲
学
の
関
係
を
説
き
続
け
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
政
治
と
哲

学
の
緊
張
関
係
を
説
き
続
け
る
こ
と
を
通
じ
て
、
逆
説
的
に
、
両
者
の
分
離
不
可
能

な
結
び
つ
き
を
強
調
し
た
と
も
言
え
る
」（
二
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
27
）
　

本
稿
でP

P

の
略
記
の
も
と
引
用
・
参
照
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
28
）
　

本
稿
でR

 J
の
略
記
の
も
と
引
用
・
参
照
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
が
こ
れ
ら
に
あ
た

る
。

（
29
）
　

た
と
え
ば
一
九
六
九
年
九
月
に
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
思
考
し
な

い
者
に
道
徳
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ

る
。
思
考
し
な
い
こ
と
、
た
と
え
ば
自
分
が
他
人
に
す
る
こ
と
が
自
分
に
起
こ
っ

た
と
き
、
自
分
は
ど
う
い
う
気
持
ち
に
な
る
か
を
想
像
し
な
い
こ
と―

こ
れ
が

「
悪
」
な
の
で
あ
る
。」（D

T

：740
）

（
30
）
　

以
下
の
言
葉
を
参
照
。「
私
た
ち
が
活
動
を
始
め
、
始
ま
り
を
創
ろ
う
と
し
だ
す

と
、
た
ち
ま
ち
い
っ
さ
い
の
道
徳
は
始
め
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
。
こ
の
始
ま
り

を
道
徳
は
決
し
て
企
て
た
こ
と
が
な
い
。
活
動
は
す
べ
て
本
質
的
に
無
道
徳
な
も
の

a-m
oralisch

な
の
で
あ
る
。」（D

T

：520f.

）

（
31
）
　

こ
れ
は
「
悪
」
に
対
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
考
え
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
つ
ま
り
裁
判
傍
聴
以
前
に
お
い
て
彼
女
は
、《
全
体
主
義
》
を
「
根
源
的
な
悪
」

（D
T

：68

）
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、
被
告
人
を
実
際
に
目
に
し
て
以
降
は
、
そ

れ
を
「
凡
庸
な
悪
」
と
し
て
捉
え
返
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
32
）
　

こ
こ
で
私
た
ち
は
、
現
在
で
も
ア
ー
レ
ン
ト
の
主
著
と
目
さ
れ
る
こ
と
の
多
い

『
人
間
の
条
件
』
が
、
当
時
の
彼
女
が
出
版
を
予
定
し
て
い
た
『
政
治
入
門
』
の

「
序
論
」
的
な
位
置
づ
け
を
も
つ
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
政
治
と
は
何
か
』
の
編
者
U
・
ル
ッ
ツ
は
そ
の
評
註
の
な

か
で
、「『
政
治
入
門
』
は
『
人
間
の
条
件
』
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
は
ず

の
も
の
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。H

annah A
rendt, W

as ist Politik?: Fragm
ente 

aus dem
 N

achlass, herg. von U
rsula Lutz, P

iper, 1993, S. 148f.

（
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
『
政
治
と
は
何
か
』
佐
藤
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、一
二
七
頁
）

（
33
）
　

M
argaret C

anovan, op. cit., p. 269.

（
邦
訳
三
四
四
頁
）

（
34
）
　

Ibid., p. 270.

（
邦
訳
三
四
四―

三
四
五
頁
）

（
35
）
　

Ibid., p. 272.

（
邦
訳
三
四
八
頁
）

（
36
）
　

Ibid.

（
37
）
　

Ibid.

（
邦
訳
三
四
七
頁
）

（
38
）
　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
J
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
『
手
す
り
な
き
思
考―

現
代
思
想
の
倫
理

―

政
治
的
地
平―

』
谷
徹
・
谷
優
訳
、
産
業
図
書
、
一
九
九
七
年
、
日
本
語
版
へ
の

序
文
、
六
頁
。

（
39
）
　

こ
の
「
見
解
の
修
正
」
に
つ
い
て
よ
り
く
わ
し
く
は
、C

f. M
argaret C

anovan, 

op. cit., p. 262ff.

（
邦
訳
三
三
五―

三
三
七
頁
）

（
40
）
　

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
や
プ
ラ
ト
ン
の
描
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の

彼
を
正
確
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
自
身
注
意

書
き
を
記
し
て
い
る
。C

f. R
J

：169

（
41
）
　

D
ana R

. V
illa, op. cit., p. 205.

（
邦
訳
三
〇
五
頁
）

（
42
）
　

こ
こ
で
筆
者
が
具
体
的
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、「
哲
学
カ
フ
ェ
」

な
ど
の
公
共
的
な
対
話
実
践
の
営
み
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
寺
田
俊
郎
ほ
か

「
哲
学
カ
フ
ェ
へ
よ
う
こ
そ―

哲
学
の
対
話
実
践
へ
」
①
～
⑫
（
月
刊
『
言
語
』

第
三
十
五
巻
第
一
号―

第
十
二
号
、
大
修
館
書
店
）
を
参
照
。


