
自
由
の
実
践
と
し
て
の

「
生
存
の
美
学
」

一
九
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
に
至
る
ま
で
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
、

主
義
時
代
」
お
よ
び
そ
の
前
後
の
時
代
を
中
心
と
し
て
、
自
ら
の
歴
史
研
究
を
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
八

0
年
代
に
な
る
と
、
彼
の
研

究
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
へ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
ヘ
と
、
時
代
を
大
き
く
遡
る
こ
と
に
な
る
。
古
代
世

界
に
お
け
る
「
自
己
の
技
術
」
の
歴
史
的
変
化
に
焦
点
を
定
め
た
そ
の
晩
年
の
探
究
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
読
者
の
関
心
を
集
め
る
の

が
、
「
生
存
の
美
学

(
e
s
t
h
e
t
i
q
u
e
d
e
 l'existence)
」
、
「
生
存
の
技
法

(arts
d
e
 !'existence)
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
実
践
を
め
ぐ
る
記

述
で
あ
る
。
実
際
、
自
ら
の
生
を
一
っ
の
作
品
と
し
て
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
う
し
た
実
践
を
異
教
の
倫
理
の
う
ち

に
標
定
し
つ
つ
、

フ
ー
コ
ー
は
、
そ
れ
に
特
別
の
価
値
を
付
与
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
自
ら
の
歴
史
研
究
の
な
か
で

出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
古
い
時
代
の
実
践
を
、
今
日
あ
ら
た
め
て
と
り
上
げ
直
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
我
々
自
身
が
身
を
委
ね
る
べ
き
も
の

と
し
て
差
し
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
知
識
人
に
対
し
て
預
言
者
的
な
役
割
を
期
待
す
る
人
々
に
と
っ
て
は

歓
迎
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

フ
ー
コ
ー
の
言
説
に
多
少
と
も
恨
れ
親
し
ん
で
き
た
読
者
に
と
っ
て
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
と
い

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典

慎

改

康

之
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心
し
た
晩
年
の
探
究
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

う
の
も
、
現
在
の
た
め
の
範
例
を
過
去
に
求
め
た
り
、
何
を
な
す
べ
き
か
を
人
々
に
語
っ
た
り
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
、
フ
ー
コ
ー
が
そ
の

研
究
活
動
の
全
体
を
通
じ
て
一
貰
し
て
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
「
生
存
の
美
学
」
を
め
ぐ
る
彼
の
い
く
つ
か
の
発
言
は
、

そ
う
し
た
拒
絶
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
晩
年
の
フ
ー
コ
ー
が
つ
い
に
、
自
ら
の
研
究
の
成
果
を
も
と
に
我
々
を
導
く
と
い
う
使
命
に
目
覚
め
た
と
い
う
こ
と
な

の
か
。
そ
れ
と
も
、
彼
の
発
言
の
う
ち
に
は
、
伝
統
的
な
知
識
人
の
や
り
方
へ
の
回
帰
と
は
別
の
何
か
を
読
み
解
く
べ
き
な
の
か
。
こ
う

し
た
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
以
下
、
次
の
順
序
で
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
古
代
世
界
に
関
す
る
フ
ー
コ
ー
の
探
究
の
な
か
で
、
「
生
存
の
美
学
」
と
呼
ば
れ
る
実
践
が
ど
の
よ
う
に
し
て
標
定
さ
れ
、
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
次
に
、
そ
の
実
践
が
、
そ
れ
を
見
い
だ
し
た
歴
史
研
究
そ
の
も
の
と
密

接
に
関
係
づ
け
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
の
「
哲
学
的
活
動
」
の
射
程
を
測
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
現
在
に
お
け
る
「
自
己
の
倫
理
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
と
き
に
正
確
に
は
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
、
と
く
に
「
従
属
化
」
の
権
力
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

歴
史
的
形
象
と
し
て
の

「
生
存
の
美
学
」

キ
リ
ス
ト
教
道
徳
と
異
教
の
倫
理

フ
ー
コ
ー
が
「
生
存
の
美
学
」
と
呼
ぴ
う
る
よ
う
な
実
践
を
見
い
だ
し
た
の
は
、
最
初
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
古
代
世
界
の
探
索
に
専

一
九
六

0
年
代
お
よ
ぴ
七

0
年
代
に
は
も
っ
ぱ
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
降
の
西
洋
を
研
究
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開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

領
域
と
し
て
い
た
彼
が
、
八

0
年
代
に
な
っ
て
、
古
代
世
界
へ
と
大
き
く
舵
を
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す

一
九
七
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
性
の
歴
史
j

第
一
巻
「
知
へ
の
意
志
」
に
お
い
て
、

お
い
て
性
に
関
す
る
言
説
が
移
し
く
増
殖
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
、

フ
ー
コ
ー
が
表
明
し
て
い
た
の
は
、
西
洋
近
代
に

お
い
て
分
析
す
る
、
と
い
う
企
図
で
あ
っ
た
。
人
間
の
生
に
対
し
て
積
極
的
に
介
入
す
る
権
力
、
彼
が
「
生
権
力
」
と
呼
ぶ
そ
の
権
力
に

と
っ
て
、
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
特
権
的
な
標
的
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
、
そ
の
後
の
具
体
的
な
歴
史
調
査
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
べ

し
か
し
そ
の
後
、
そ
の
企
図
は
宙
づ
り
と
な
り
、
新
た
な
研
究
計
画
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
経
験
を
考
察
す
る
前
に
、
「
西
洋
の
人
間
が
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
に
自
分
を
欲
望
の
主
体
と
認
め
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
の
仕
方
」
を
、
あ
ら
か
じ
め
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
、
と
フ
ー
コ
ー
は
言
う
。
自
己
の
欲
望
を
解
釈
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
己
自
身
の
真
理
を
明
る
み
に
出
す
と
い
う
テ
ー
マ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
長
い
伝
統
か
ら
受
け
継
が
れ
、
今
な
お
広
く
受
容
さ
れ
続

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
そ
の
テ
ー
マ
が
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
生
じ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
時
代
を
そ
れ
ま
で
よ
り
も
大
き
く
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
だ
、
と
。
こ
う
し
て
、
二
世
紀
か
ら
五

世
紀
に
か
け
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
が
、
探
査
す
べ
き
領
域
と
し
て
新
た
に

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
遡
行
と
と
も
に
、
権
力
の
問
題
に
代
わ
っ
て
、
「
自
己
の
技
術
」
と
い
う
問
題
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
自
己
が
自
己
に
は
た
ら
き
か
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
技
術
が
、
異
教
世
界
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
世
界
へ
と
ど
の
よ
う
に
練

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

き
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

る
長
大
な
研
究
の
計
画
に
大
幅
な
変
更
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
。

一
八
世
紀
以
降
の
西
洋
に
お
け
る

一
八
世
紀
以
来
社
会
に
大
き
く
広
が
っ
た
権
力
形
態
と
の
関
係
に
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自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

り
上
げ
ら
れ
、
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
て
、
こ
れ
に
関
す
る
考
察
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
再
編
成
を
経
て
、
「
性
の
歴
史
」

て
第
四
巻
「
肉
の
告
白
」
が
、

の
第
二
巻
「
快
楽
の
活
用
」
と
第
三
巻
『
自
己
へ
の
配
慮
」
が
一
九
八
四
年
に
、
そ
し

フ
ー
コ
ー
の
死
か
ら
三
四
年
後
の
二

0
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
続
巻
の
な
か
で
と
り
わ
け
強
調

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
個
人
が
自
分
自
身
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
欲
望
を
狩
り
出
す
と
い
う
解
釈
学
的
な
任
務
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の

発
達
の
な
か
で
初
め
て
出
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
哲
学
に
は
決
し
て
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
性
道
徳
と
異
教
の
性
倫
理
と
の
あ
い
だ
で
、
性
を
め
ぐ
る
厳
格
さ
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が

な
い
の
に
対
し
、
自
己
の
自
己
に
対
す
る
関
係
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

じ
ら
れ
る
節
制
の
原
則
が
、
他
方
に
お
い
て
は
、
少
数
の
人
々
が
自
分
の
生
を
美
し
い
も
の
と
す
る
た
め
に
自
発
的
に
引
き
受
け
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
同
様
の
規
範
、
同
様
の
禁
止
事
項
の
も
と
に
、
自
己
の
欲
望
を
解
読
し
て
そ
れ
を
可
能
な
限
り
遠
ざ
け
る
べ
し

と
す
る
掟
へ
の
服
従
と
、
自
己
を
統
御
し
て
自
ら
の
生
を
ー
つ
の
作
品
と
し
て
自
分
自
身
で
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
「
自
由
の
行

使
」
と
い
う
、
自
己
に
関
す
る
全
く
異
な
る
技
術
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
後
者
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
倫
理
的

配
慮
」
を
指
し
示
す
た
め
に
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
「
生
存
の
美
学
」
、
「
生
存
の
技
法
」
な
ど
と
い
っ
た
一
連
の

表
現
な
の
で
あ
る
。

「
生
存
の
美
学
」
の
歴
史

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
た
だ
ち
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
倫
理
的
配
慮
」
を
、

あ
る
。

フ
ー
コ
ー
が
実
は
、

一
方
に
お
い
て
は
万
人
に
対
し
て
規
則
と
し
て
命
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古
代
世
界
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
そ
れ
を
、
西
洋
社
会
に
お

い
て
長
い
あ
い
だ
大
き
な
重
要
性
を
担
っ
て
き
た
実
践
の
総
体
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
研
究
す
べ
き
も
の
と

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」
な
い
し
「
生
存
の
技
法
」
を
、

フ
ー
コ
ー
は
「
快
楽
の
活
用
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に

人
間
が
、
自
身
に
対
し
て
行
い
の
規
則
を
定
め
る
際
に
行
う
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
を
変
貌
さ
せ
、
自
ら
の
特
異
な
存
在
に
お
い

て
自
身
を
変
容
さ
せ
、
自
ら
の
生
を
、
あ
る
種
の
美
学
的
価
値
を
備
え
あ
る
種
の
様
式
的
基
準
に
応
え
る
―
つ
の
作
品
に
し
よ
う
と

す
る
際
に
も
行
う
よ
う
な
、
熟
慮
に
も
と
づ
く
意
志
的
な
実
践
。

自
分
自
身
を
「
変
貌
」
さ
せ
、
自
ら
の
生
を
「
美
学
的
価
値
」
を
備
え
る
「
ー
つ
の
作
品
」
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
の
よ

う
な
実
践
が
、
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
れ
も
と
り
わ
け
ル
ネ
サ
ン
ス
期
お
よ
び
近
代
に
お
い
て
再
活
性
化
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

一
九
八
二
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
「
主
体
の
解
釈
学
」

の
な
か
で
よ
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
、
た
と
え
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
見
い
だ
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
作
家
を
参
照
し
て
「
自
己

の
美
学
や
倫
理
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
代
に
関
し
て
も
、
た
と
え
ば
シ
ュ
テ
イ
ル
ナ
ー
、
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
さ
ら
に
は
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
、
無
政
府
主
義
や
無
政
府
思
想
と
い
っ
た
、
「
一
九
世
紀
の
思
想

の
あ
る
一
角
全
体
」
を
、
「
自
己
の
倫
理
と
自
己
の
美
学
を
再
構
成
す
る
た
め
の
困
難
な
試
み
、
あ
る
い
は
一
連
の
試
み
と
し
て
、
読
み

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

に
関
し
て
は
、

定
義
し
て
い
る
。

し
て
提
示
し
て
い
る
の
だ
。
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が
で
き
る
。 自

由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

直
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
「
生
存
の
美
学
」
は
、
古
代
の
倫
理
を
特
徴
づ
け
る
と
同
時
に
、
西
洋
の
長
い
歴
史
の
な
か
に
繰

り
返
し
現
れ
る
実
践
の
総
体
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
、

(7) 

で
あ
る
。

自
分
自
身
の
変
貌
の
た
め
の
歴
史
研
究

「
生
存
の
美
学
」
の
称
揚

フ
ー
コ
ー
の
歴
史
研
究
に
と
っ
て
の
重
要
な
対
象
の
う
ち
の
一
っ
と
さ
れ
る
の

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」
を
、

く
、
そ
れ
以
上
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
技
術
そ
の
も
の
に
対
し
て
特
権

的
な
価
値
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
発
言
の
数
々
が
、

フ
ー
コ
ー
は
、
た
だ
単
に
研
究
対
象
の
う
ち
の
一
っ
と
し
て
で
は
な

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
講
義
や
い
く
つ
か
の
対
談
の
う
ち
に

見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
ら
の
発
言
に
お
い
て
は
、
過
去
の
時
代
に
標
定
さ
れ
た
「
倫
理
的
配
慮
」
が
、
現
在
の
我
々
が
再

発
見
す
べ
き
も
の
、
従
う
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
に
よ
る
「
生
存
の
美
学
」
の
称
揚
を
思
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
、
「
主
体
の
解
釈
学
」

一
六
世
紀
以
降
の
西
洋
に
お
い
て
、
自
己
に
関
す
る
倫
理
や
美
学
を
再
構
成
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き

た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
試
み
、
そ
う
し
た
努
力
は
、
決
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
に
お
け
る
ほ
ど
包
括
的
な
や
り
方
で

組
織
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
後
で
、

2
 

フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

の
な
か
の
一
節
を
挙
げ
る
こ
と
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一
連
の
理
由
に
よ
っ
て
、
諸
規
則
の
法
規
の
遵
守
と

自
己
に
立
ち
戻
る
こ
と
、
自
己
を
解
放
す
る
こ
と
、
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
、
真
率
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
と
い
っ
た
表
現
は
、
我
々

に
も
馴
染
み
深
い
も
の
で
す
し
、
我
々
の
言
説
を
経
め
ぐ
り
続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
う
し
た
表
現
に
与
え
ら
れ
る
意
味
、
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
意
味
の
ほ
と
ん
ど
完
全
な
欠
如
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
今
日
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
う
し
た
表
現
の
そ

れ
ぞ
れ
に
意
味
や
思
考
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
今
日
の
我
々
は
、
自
己
の
倫
理
を
再

構
成
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
は
と
て
も
言
え
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
（
…
）

し
か
し
、
自
己
の
倫
理
を
構
成
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
緊
急
か
つ
根
本
的
な
課
題
で
あ
り
、
政
治
的
に
も
不
可
欠
な
課
題
で
す
。

自
己
の
自
己
へ
の
関
係
に
お
い
て
以
外
に
、
政
治
的
権
力
に
対
す
る
抵
抗
点
、
第
一
に
し
て
究
極
の
抵
抗
点
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

-8) 

が
本
当
だ
と
す
れ
ば
の
話
で
す
か
。

ま
た
、
ま
さ
し
く
「
生
存
の
美
学
」
と
題
さ
れ
て
一
九
八
四
年
に
発
表
さ
れ
た
対
談
の
う
ち
に
も
、
同
様
の
言
明
が
あ
る
。

古
代
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
、
本
質
的
に
私
的
な
倫
理
の
探
究
で
あ
っ
た
道
徳
か
ら
、
規
則
体
系
の
進
守
と
し

て
の
道
徳
へ
と
移
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
が
古
代
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、

し
て
の
道
徳
と
い
う
考
え
方
が
今
日
消
滅
し
つ
つ
あ
り
、
す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
こ
う
し
た
道
徳
の
不
在

(
9
)
 

に
応
え
、
か
つ
応
え
る
べ
き
探
究
、
そ
れ
が
、
生
存
の
美
学
の
探
究
な
の
で
す
。

「
自
己
の
倫
理
を
構
成
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
緊
急
か
つ
根
本
的
な
課
題
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
フ
ー
コ
ー
が

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」
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自
山
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

古
代
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
「
諸
規
則
の
法
規
の
遵
守
と
し
て
の
道
徳
と
い
う
考
え
方
」
が
「
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、

そ
う
し
た
道
徳
の
不
在
に
対
し
て
「
生
存
の
美
学
の
探
究
」
が
応
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
。
こ
う
し
た
記
述
を
前

に
し
た
と
き
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
く
な
る
の
も
あ
る
程
度
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

フ
ー
コ
ー
は
、
歴
史
研
究

の
な
か
で
彼
が
出
会
っ
た
―
つ
の
技
法
、
今
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
そ
の
技
法
を
、
現
在
の
我
々
の
た
め
に
甦

ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
技
法
に
フ
ー
コ
ー
が
少
な
か
ら
ず
魅
惑
さ
れ
て
い
た
の
は
お
そ
ら
く

(10) 

間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
晩
年
の
探
究
が
、
キ
リ
ス
ト
教
以
来
の
性
道
徳
に
関
す
る
問
い
か
ら
異
教
世
界
に
お
け
る
自
己
の

技
法
の
問
題
へ
と
そ
の
重
心
を
移
動
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

フ
ー
コ
ー
の
「
哲
学
的
活
動
」

し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
し
く
古
代
世
界
に
関
す
る
自
身
の
探
究
に
関
し
て
行
わ
れ
た
い
く
つ
も
の
対
談
の
な
か
で
、

フ
ー
コ
ー
が
繰
り

返
し
述
べ
て
い
る
の
は
、
歴
史
の
な
か
で
忘
れ
去
ら
れ
た
過
去
の
原
則
や
論
拠
を
現
在
に
適
用
す
る
た
め
に
再
発
見
す
べ
き
で
あ
る
な
ど

と
い
う
考
え
ほ
ど
、
自
分
の
考
え
と
無
縁
の
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ー
つ
の
問
題
の
解
決
策
は
、
異
な
る

人
々
に
よ
っ
て
別
の
時
代
に
提
起
さ
れ
た
別
の
問
題
の
解
決
策
の
な
か
に
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
暗
黙
裡
に
せ

よ
明
示
的
な
や
り
方
に
せ
よ
問
題
化
の
一
っ
の
形
態
を
是
認
し
て
、
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
解
決
策
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
よ
う
な
解
決

策
を
探
し
求
め
る
」
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
「
思
考
を
阻
害
す
る
」
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。

と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
フ
ー
コ
ー
が
、
歴
史
の
使
用
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
我
々
の

時
代
と
は
別
の
時
代
の
な
か
に
範
例
的
な
価
値
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
過
去
に
回
帰
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
と
し
て
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も
、
歴
史
研
究
の
成
果
を
現
在
の
我
々
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
。
歴
史
上
の
「
文
化
的
発
明
」
の
な
か
に

は
、
今
日
の
我
々
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
分
析
し
た
り
そ
れ
を
変
容
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
よ
う
な
「
あ
る
種
の

(13) 

視
点
を
構
成
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
、
と
。
実
際
、
歴
史
へ
の
問
い
か
け
は
、
「
現
に
あ
る
も
の
が
い
つ

も
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
」
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
、
我
々
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
実
は
「
脆
く
不
安
定
な
歴
史
の
流
れ
に
沿
っ
て
」
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
う
し

c"）
 

た
自
明
性
は
解
体
さ
れ
て
、
新
た
な
や
り
方
で
考
え
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
現
在
の
我
々
が
囚
わ
れ
と
な
っ
て
い
る
も
の
か
ら
身
を
引
き
離
し
、
別
の
や
り
方
で
思
考
す
る
た
め
の
手
が

か
り
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
、

こ
こ
で
も
や
は
り
、
最
晩
年
の
著
作
「
快
楽
の
活
用
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
、
自
分
の
研
究
活

動
が
、
「
思
考
の
思
考
自
身
に
対
す
る
批
判
作
業
」
と
し
て
の
「
哲
学
的
活
動
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
私
に
と
っ
て

の
問
題
は
、
「
は
た
し
て
自
分
は
、

フ
ー
コ
ー
の
歴
史
研
究
の
目
的
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

い
つ
も
の
思
考
と
は
異
な
る
や
り
方
で
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

い
つ
も
の
見
方
と
は
異
な

る
や
り
方
で
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
史
家
の
仕
事
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
私

の
歴
史
研
究
に
賭
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
「
自
分
自
身
の
歴
史
を
思
考
す
る
作
業
が
、
思
考
を
そ
れ
が
ひ
そ
か
に
思
考
す
る
対
象
か
ら
解

き
放
つ
こ
と
が
で
き
る
限
度
は
ど
こ
ま
で
で
あ
る
か
」
を
知
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
、
と
。

そ
し
て
、
自
分
自
身
か
ら
身
を
引
き
離
す
た
め
の
そ
う
し
た
努
力
が
自
ら
の
歴
史
研
究
の
根
底
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
、
早
く

か
ら
、

フ
ー
コ
ー
が
い
ろ
ん
な
場
所
で
語
っ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
る
。
私
に
対
し
、
ず
っ
と
同
じ
私
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
な
ど

と
言
わ
な
い
で
ほ
し
い
。
自
分
自
身
が
以
前
と
は
同
じ
や
り
方
で
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
自
分
自
身
が
変
化
し
続
け
る
た
め
に

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」
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づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

(16) 

こ
そ
、
私
は
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
自
分
自
身
の
変
貌
と
い
う
、

ほ
ど
確
認
し
た
と
お
り
、
「
生
存
の
美
学
」
と
い
う
実
践
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
彼
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
れ
に
、
別
の
場
所
で
フ
ー
コ
ー
が
、
自
身
の
研
究
活
動
の
な
か
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
そ
う
し
た
自

(18) 

己
の
変
容
を
、
「
美
学
的
経
験
」
に
近
い
も
の
と
し
て
語
っ
て
も
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

フ
ー
コ
ー
は
、
自
ら
の
「
哲
学
的
活
動
」
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
登
場
し
て
き
た

と
さ
れ
る
自
己
を
め
ぐ
る
実
践
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
明
示
的
な
や
り
方
で

で
は
、
そ
の
結
び
つ
き
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ー
コ
ー
的
な
歴
史
研
究
の
な
か
で
標
定
さ
れ
た
倫
理
的
態

度
と
、
そ
の
歴
史
研
究
そ
の
も
の
を
動
機
づ
け
て
い
る
哲
学
的
態
度
と
の
あ
い
だ
の
関
係
を
、
よ
り
明
確
な
や
り
方
で
描
き
出
す
こ
と
が

「
我
々
自
身
を
め
ぐ
る
批
判
的
存
在
論
」

こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
に
決
定
的
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
と
題
さ
れ
て
一
九
八
四
年
に
発

表
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
ま
さ
し
く
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
「
倫
理
的
配
慮
」
の
再
活
性
化
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
た
「
近
代
性

(
m
o
d
e
r
n
i
t
e
)

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
を
結
ぴ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
。

の
態
度
」
と
、

フ
ー
コ
ー
の
歴
史
研
究
に
と
っ
て
の
こ
の
目
標
が
、
先

フ
ー
コ
ー
自
身
の
歴
史
研
究
と
が
、
ほ
と
ん
ど
直
接
的
な
や
り
方
で
関
係
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こ
の
論
考
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
、
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
と
題
さ
れ
た
短
い
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
、
「
今
日
に
関
す

る
反
省
」
と
い
う
新
し
さ
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
、
近
代
性
の
一
っ
の
出
発
点
と
み
な
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
で
は
そ
の
近
代
性
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、

「
近
代
性
の
態
度
」
を
、

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
お
そ
ら
く
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
が
エ
ー
ト
ス
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
思
わ
せ
る
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の

(19) 

フ
ー
コ
ー
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
う
ち
に
そ
の
「
最
も
先
鋭
的
な
意
識
の
一
っ
」
を
認
め
な
が
ら
描
き
出
そ
う

フ
ー
コ
ー
が
注
目
す
る
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
、
「
現
在
に
対
す
る
関
係
の
一
っ
の
形
態
」
に
加
え
て
、
「
自
己
自
身
に
対
し
て
打

ち
立
て
る
べ
き
関
係
の
一
っ
の
様
態
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
を
変
貌
さ
せ
よ
う
と
す
る
熱
情
を
抱
く
一
方
で
、

ポ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
自
分
自
身
を
「
複
雑
で
困
難
な
練
り
上
げ
の
対
象
」
と
み
な
し
て
も
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
ダ
ン

デ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
近
代
性
の
態
度
」
を
持
つ
人
間
と
は
、
「
自
分
自
身
を
自
ら
発
明
し
よ
う
と
す
る
人
間
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
近
代
性
は
、
「
自
分
自
身
を
練
り
上
げ
る
と
い
う
任
務
に
人

{20) 

間
を
従
わ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

フ
ー
コ
ー
が
、
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
お
よ
ぴ
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
、
「
生
存
の
美
学
」
の
長
い
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
と
み

な
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
実
際
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
自
分
自
身
の
練
り
上
げ
と

い
う
任
務
は
、
ま
さ
し
く
、
「
自
己
の
倫
理
と
自
己
の
美
学
を
再
構
成
す
る
た
め
の
困
難
な
試
み
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
近
代
性
の
態
度
」
を
以
上
の
よ
う
に
描
き
出
し
た
後
、

と
す
る
。

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

―
つ
の
「
態
度
」
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、

フ
ー
コ
ー
は
、
そ
う
し
た
態
度
の
う
ち
に
、
彼
自
身

の
現
在
に
お
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
保
持
し
続
け
て
い
る
―
つ
の
「
哲
学
的
エ
ー
ト
ス
」
を
見
い
だ
し
つ
つ
、
そ
れ
を
、
「
我
々
の
歴
史
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自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
我
々
自
身
を
め
ぐ
る
批
判
的
存
在
論
」
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、
「
普
退
的
、
必
然
的
、
義
務

的
な
も
の
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
な
か
に
、
特
異
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
、
恣
意
的
な
強
制
に
よ
る
も
の
が
ど
れ
＜

ら
い
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
的
な
批
判
と
は
異
な
り
、
超
え
る
こ
と
を
諦
め
る
べ
き
限
界
を
定
め
る
こ
と
で
は
な

く
、
逆
に
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
現
在
の
我
々
が
自
ら
に
課
さ
れ
て
い
る
限
界
を
超
え
出
る
可
能
性
を
測
る
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
、
も
は
や
「
普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
形
式
的
構
造
」
を
求
め
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、
そ
の
批
判
は
、
「
歴
史
的
調
査
」
と
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
身
が
行
う
こ
と
、
考
え
る
こ
と
、
語
る
こ

と
の
主
体
と
し
て
自
ら
を
構
成
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
ら
を
認
め
る
よ
う
に
我
々
を
導
い
た
、
出
来
事
の
数
々
」
に
つ
い
て
、

(21) 

そ
の
歴
史
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
歴
史
的
調
査
」
に
つ
い
て
、

フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
そ
の
調
査
は
、
「
そ
の
目
的
性
に
お
い
て
は
系
譜
学
的

な
も
の
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
は
考
古
学
的
な
も
の
と
な
る
」
。
つ
ま
り
、
我
々
の
言
説
を
歴
史
的
出
来
事
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
も
の

と
し
て
の
「
考
古
学
的
」
調
査
と
、
我
々
が
今
と
は
別
の
や
り
方
で
存
在
し
、
行
い
、
考
え
る
た
め
の
可
能
性
を
、
我
々
が
今
そ
う
で
あ

る
よ
う
な
か
た
ち
へ
と
我
々
を
尊
い
た
偶
然
性
か
ら
出
発
し
て
探
る
も
の
と
し
て
の
「
系
譜
学
的
」
な
調
査
が
、
我
々
自
身
に
関
す
る
批

判
作
業
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
け
て
フ
ー
コ
ー
は
、
そ
う
し
た
「
批
判
的
存
在
論
」
が
、

「
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
自
ら
の
知
の
主
体
と
し
て
自
身
を
構
成
し
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
権
力
関
係
を
行
使

し
た
り
そ
れ
を
被
っ
た
り
す
る
主
体
と
し
て
自
身
を
構
成
し
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
自
ら
の
行
動
の
道
徳
的
主
体
と

名
3
)

し
て
自
身
を
構
成
し
て
き
た
の
か
」
と
い
う
か
た
ち
で
体
系
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
る
。
「
知
の
軸
、
権
力
の
軸
、
倫
理
の

的
な
存
在
の
絶
え
ざ
る
批
判
」
と
し
て
特
徴
づ
け
よ
う
と
す
る
。
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一
九
六

0
年
代
に
は
、
人
間
学
的
思
考
の
成
立
に
関
す
る
歴
史
研
究
の
成
果
が
、
人
間
学
主
義

(24) 

か
ら
解
放
さ
れ
た
歴
史
研
究
の
方
法
の
確
立
へ
と
琳
く
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
七

0
年
代
に
は
、
刑
罰
制
度
や
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
権
力
関
係
の
歴
史
的
分
析
と
、
権
力
に
関
す
る
新
た
な
分
析
方
法
の
練
り
上
げ
と
が
、
同
時
に
進
め

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
八

0
年
代
に
は
、
フ
ー
コ
ー
自
身
の
「
哲
学
的
活
動
」
が
、
歴
史
研
究
の
な
か
で

見
い
だ
さ
れ
た
「
哲
学
的
エ
ー
ト
ス
」
と
の
関
係
に
お
い
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
代
世
界
に
見
い
だ
さ
れ
た
「
倫
理

的
配
慮
」
が
フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
称
揚
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
過
去
の
解
決
法
、
過
去
の
倫
理
的

原
則
を
、
現
在
の
た
め
に
再
生
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
問
題
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
自
分
自
身
の
歴
史
研
究
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
研
究
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
、
そ
れ
を
新
た
な
や
り
方
で
思
考
す
る
こ
と
な
の
だ
。

自
山
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

に
つ
い
て
は
彼
自
身
が
明
言
し
て
い
る
。

軸
」
と
い
う
三
つ
の
軸
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
る
「
考
古
学
的
」
お
よ
び
「
系
譜
学
的
」
調
査
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

フ
ー
コ
ー

自
身
の
歴
史
研
究
そ
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
こ
で
は
、
彼
自
身
が
そ
れ
ま
で
身
を
委
ね
て
き
た
探
究
が
、
極
め
て
明
示
的
な
や
り

方
で
、
西
洋
の
歴
史
の
な
か
に
標
定
さ
れ
た
―
つ
の
「
哲
学
的
エ
ー
ト
ス
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ

れ
に
、
先
ほ
ど
確
認
し
た
と
お
り
、

フ
ー
コ
ー
が
自
ら
の
研
究
を
ま
さ
し
く
「
思
考
の
思
考
自
身
に
対
す
る
批
判
作
業
」
と
し
て
示
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

フ
ー
コ
ー
は
、
自
ら
の
そ
の
「
批
判
作

業
」
を
、
歴
史
の
な
か
で
繰
り
返
し
現
れ
る
「
倫
理
的
配
慮
」
の
系
譜
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
う
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
そ
う
と
し

自
身
の
歴
史
研
究
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
研
究
そ
の
も
の
に
関
す
る
理
論
的
練
り
上
げ
に
寄
与
す
る
と
い
う
こ
と
。

研
究
内
容
と
研
究
方
法
と
の
こ
う
し
た
相
関
関
係
は
、

て
い
る
の
だ
、
と
。

フ
ー
コ
ー
の
研
究
活
動
全
体
を
通
じ
て
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
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そ
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

し
た
が
っ
て
、

自
由
の
実
践

不
自
由
へ
の
苛
立
ち

フ
ー
コ
ー
が
「
生
存
の
美
学
」
に
特
別
の
価
値
を
付
与
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
西
洋
の
歴
史
に
お
い
て
絶
え

ず
再
活
性
化
さ
れ
て
き
た
そ
の
実
践
の
う
ち
に
、
彼
自
身
の
「
哲
学
的
活
動
」
を
別
の
や
り
方
で
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も

の
が
見
い
だ
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
美
学
や
倫
理
の
探
究
が
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
不
可
避
の
任
務
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
そ
う
し
た
探
究
を
フ
ー
コ
ー
が
自
ら
に
引
き
受
け
る
だ
け
で
な
く
、
「
我
々
」
に
対
し

て
も
そ
れ
を
説
き
勧
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の

も
、
フ
ー
コ
ー
は
、
と
り
わ
け
知
識
人
と
し
て
の
自
分
の
役
割
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
た
ぴ
に
、
そ
れ
が
処
方
や
指
針
を
与
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
何
を
な
す
べ
き
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
語
っ

て
は
こ
な
か
っ
た
し
、
今
も
や
は
り
語
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
だ
、
と
。

伝
統
的
な
知
識
人
が
果
た
し
て
き
た
預
言
者
的
な
任
務
を
自
分
が
徹
底
し
て
拒
絶
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、

フ
ー
コ
ー
は
お
お
よ

人
々
は
し
ば
し
ば
、
私
を
、
問
題
を
提
起
し
て
お
き
な
が
ら
そ
れ
に
対
す
る
解
決
策
を
与
え
て
く
れ
な
い
と
言
っ
て
非
難
す
る
。
し
か

し
、
知
識
人
と
し
て
の
私
の
役
割
は
、
人
々
に
対
し
、
何
を
な
す
べ
き
か
、
何
を
信
じ
る
べ
き
か
な
ど
を
告
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ

3
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て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、

な
ら
、
人
々
に
対
し
て
何
ら
か
の
法
を
課
そ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
権
力
関
係
の
維
持
や
支
配
の
継
続

と
い
っ
た
効
果
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
私
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
分
自
身
の
専
門
領
域
に
関
す
る
分
析
か
ら
出
発
し
て
、
自
明

で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
い
直
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
た
問
題
化
の
作
業
に
よ
っ
て
、
人
々
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
う
る
よ

う
な
手
段
や
道
具
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
万
人
が
従
う
べ
き
原
則
や
助
言
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
人
々
が
自
ら
選
択
す
る
際
の
手

が
か
り
を
提
示
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
知
識
人
が
今
日
果
た
す
べ
き
役
割
な
の
だ
、
と
。

と
こ
ろ
で
、
人
々
に
処
方
を
与
え
る
こ
と
を
自
ら
に
禁
じ
る
こ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
配
慮
の
う
ち
に
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
、
そ
れ
は
、
我
々
に
対
す
る
―
つ
の
戒
め
な
い
し
ー
つ
の
願
望
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
う
べ
き
規
範
や
命
令
を
求
め
て
ば
か
り
い

し
て
ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
自
由
」
こ
そ
、

ら
れ
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
自
分
自
身
の
歴
史
研
究
に
結
ぴ
つ
け
る
際
に
も
、
そ
し
て
そ
れ
を
人
々
が
自
ら
練

り
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
す
る
際
に
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
常
に
、
「
自
由
の
実
践
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
ず
、

一
人
ひ
と
り
が
自
分
自
身
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
自
ら
の
行
動
を
選
択
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
「
生
存
の
美
学
」
へ
の
価
値
付
与
に
お
い
て
賭
け

フ
ー
コ
ー
に
よ
る
歴
史
研
究
が
自
由
を
め
ぐ
る
試
練
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の

考
察
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
我
々
自
身
を
変
容
さ
せ
、
我
々
自
身
か
ら
脱
け
出
そ
う
と
す
る
こ

と
、
こ
れ
は
、
「
自
由
に
対
す
る
待
ち
き
れ
ぬ
思
い
に
具
体
的
な
か
た
ち
を
与
え
る
」
こ
と
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ー
コ
ー
自
身

の
研
究
を
甜
く
も
の
と
し
て
の
「
哲
学
的
エ
ー
ト
ス
」
は
、
歴
史
的
調
査
に
よ
っ
て
限
界
を
超
え
出
る
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
自
由
の
無
限
定
な
作
業
を
、
可
能
な
限
り
遠
く
へ
、
可
能
な
限
り
広
く
推
進
す
る
こ
と
を
目
指
す
」

(28) 

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
同
じ
ま
ま
で
あ
り
続
け
な
い
こ
と
、
別
の
仕
方
で
考
え
る
こ
と
を
目
指
す
フ
ー
コ
ー
の
「
哲
学
的
活
動
」
は
、

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」
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自
山
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

そ
し
て
、
「
生
存
の
美
学
」
な
い
し
「
自
己
の
倫
理
」
が
、
現
在
の
我
々
に
お
い
て
探
究
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
際
に

も
や
は
り
、
そ
う
し
た
フ
ー
コ
ー
の
身
振
り
を
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
「
自
由
の
実
践
」
へ
の
い
ざ
な
い
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

先
ほ
ど
も
触
れ
た
と
お
り
、
預
言
者
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
を
拒
む
フ
ー
コ
ー
の
配
慮
に
は
、
我
々
一
人
ひ
と
り
が
自
分
自
身
の
行
動

様
式
を
自
ら
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
練
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
構
成
す
べ
き
倫
理
的
態
度
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
、
そ
う
し
た
練
り
上
げ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
我
々
に
対
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る

の
は
、
従
う
べ
き
価
値
や
規
則
を
見
い
だ
す
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
問
題
は
、
そ
う
し
た
規
則
や
価
値
と
の
関
係
に
お
け

(29) 

る
我
々
自
身
の
主
体
と
し
て
の
あ
り
方
を
自
ら
組
み
立
て
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
倫
理
な
い
し
道
徳
が
、
現
在
の

我
々
に
は
欠
け
て
い
る
と
フ
ー
コ
ー
は
言
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
と
同
様
、
我
々
が
欲
し
て
い
る
の
は
、
宗
教
や
法
規
の
上
に
基
礎
づ
け

ら
れ
う
る
よ
う
な
道
徳
と
は
別
の
道
徳
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
我
々
が
見
い
だ
し
て
い
る
の
は
、
自
我
、
欲
望
、
無
意
識
な
ど

(30) 

と
い
っ
た
も
の
を
拠
り
所
と
し
な
が
ら
「
自
分
自
身
と
の
適
合
性
」
へ
と
向
か
う
よ
う
な
道
徳
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
は
も
っ
ぱ

ら
、
「
心
理
学
の
知
や
精
神
分
析
の
作
業
の
力
を
借
り
て
自
ら
の
真
理
を
解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
真
の
自
己
に
回
婦
し
よ
う
と
し
た

り
、
そ
の
自
己
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

自
己
に
自
己
を
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
態
度
を
戒
め
る
こ
う
し
た
発
言
の
う
ち
に
読
み
取
ら
れ
う
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま

ず
、
フ
ー
コ
ー
の
権
力
分
析
の
核
心
に
標
定
で
き
る
も
の
と
し
て
の
、
「
従
属
化

(
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
s
e
m
e
n
t
)
」
の
権
力
の
問
題
化
で
あ
る
。

「
従
属
化
」
へ
の
抵
抗

不
自
由
へ
の
苛
立
ち
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

C
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一
九
七
五
年
の
「
監
獄
の
誕
生
」
に
お
い
て
粗
削
り
な
や
り
方
で
提
示
さ
れ
、
翌
年
の
「
知
へ
の
意
志
」
の
な
か
で
よ
り
練
り
上
げ
ら

れ
た
か
た
ち
で
用
い
ら
れ
る
こ
の
「
従
属
化
」
と
い
う
語
に
対
し
て
は
、

与
さ
れ
て
い
る
。
「
主
体
と
権
力
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、

フ
ー
コ
ー
は
、
個
人
を
「
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、

個
々
に
固
有
の
個
人
性
に
よ
っ
て
指
し
示
し
、
個
々
の
自
己
同
一
性
に
繋
ぎ
止
め
る
」
権
力
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
そ
の
権
力
が
、
個
人

を
二
重
の
意
味
に
お
い
て

2
s
u
j
e
t
≫
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
権
力
は
、
個
人
を
、
「
管
理
や

従
属
に
よ
っ
て
他
者
に
従
っ
て
い
る
臣
下

(sujet)
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
自
意
識
や
自
己
認
識
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
自
己
同
一
性
に

繋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
主
体

(sujet)
」
で
あ
る
者
と
し
て
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
問
題
は
「
従
属
さ
せ
る

(assujettir)
」
こ
と
な
の
だ
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
権
力
に
対
す
る
抵
抗
と
は
、
「
我
々
が
何
者
で
あ
る
か
を
発
見
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
拒
む
こ
と
で
あ
ろ
う
」
。
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
発
見
し
つ
つ
そ
の
自
分
に
ふ
さ
わ
し
く
生
き
る
た
め
で
は
な

く
、
逆
に
、
真
の
自
己
と
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
身
を
引
き
離
す
た
め
に
こ
そ
、
自
分
自
身
の
主
体
性
を
練
り
上
げ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
の
だ
。
「
従
属
化
」
に
よ
る
主
体
化
を
拒
絶
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
自
分
自
身
を
自
分
自
身
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
作
り
上
げ
る
こ
と
。

「
我
々
は
、
数
世
紀
の
あ
い
だ
我
々
に
課
さ
れ
て
き
た
個
人
性
の
タ
イ
プ
を
拒
絶
し
つ
つ
、
主
体
性
の
新
た
な
形
式
を
推
進
し
て
い
か
ね

(33) 

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

し
た
が
っ
て
、
我
々
一
人
ひ
と
り
に
お
け
る
「
自
己
の
倫
理
」
が
語
ら
れ
る
と
き
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、

不
自
由
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
が
自
ら
に
課
す
と
同
時
に
人
々
に
説
き
勧
め
て
い
る
の
は
、
常
に
、
自
分
自
身
の
自
分
自
身

に
よ
る
変
貌
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
自
分
自
身
に
よ
る
創
出
な
の
だ
。
ゆ
え
に
、

奨
は
、
人
々
に
対
し
て
法
を
課
す
こ
と
の
拒
絶
と
相
容
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
だ
ろ
う
。

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

一
人
ひ
と
り
に
お
け
る
倫
理
的
態
度
の
練
り
上
げ
の
推

一
九
八
二
年
の
―
つ
の
論
考
に
よ
っ
て
最
も
明
確
な
意
味
が
付
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自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

「
自
由
の
実
践
」
と
し
て
の
フ
ー
コ
ー
の
歴
史
研
究
は
、
我
々
に
対
し
て
進
む
べ
き
道
を
指
し
示
す
代
わ
り
に
、
我
々
一
人
ひ
と
り
が

6
5
)
 

「
自
由
な
主
体
」
と
し
て
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
の
言
説
の
う
ち
に
、
「
生
存
の
美
学
」
の
称
揚
の
よ
う
な
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
、
古
代
世
界
へ
の
憧

憬
や
従
う
べ
き
規
範
の
提
示
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
見
い
だ
さ
れ
、
そ
の
後
も
絶
え
ず
再
活
性
化
さ
れ
て
き

た
と
い
う
そ
う
し
た
「
倫
理
的
配
慮
」
に
対
し
、

フ
ー
コ
ー
に
よ
っ
て
特
別
の
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
彼
自
身

の
「
哲
学
的
活
動
」
を
新
た
な
や
り
方
で
思
考
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
「
自
己

の
技
術
」
が
我
々
に
対
し
て
説
き
勧
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
技
術
が
、
我
々
を
、
自
分
の
生
を
自
分
自
身
で
選

択
す
る
方
向
へ
と
い
ざ
な
う
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
自
ら
の
研
究
を
「
自
由
の
無
限
定
な
作
業
」
と
し
て
価
値
づ
け
直
す

と
同
時
に
、
フ
ー
コ
ー
は
、
そ
の
研
究
の
成
果
を
、
我
々
一
人
ひ
と
り
の
「
自
由
の
行
使
」
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提

フ
ー
コ
ー
最
晩
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
講
義
は
、
「
パ
レ
ー
シ
ア
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
実
践
を
探

究
の
中
心
的
な
主
題
と
し
て
提
示
し
つ
つ
、
そ
の
実
践
が
、
二
重
の
勇
気
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ

う
に
し
て
語
ら
れ
た
真
実
を
聴
く
者
の
勇
気
が
、
と
も
に
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
「
生
存
の
美
学
」
の
長
い
歴
史
の
な
か
に
組
み
入

れ
ら
れ
う
る
も
の
と
し
て
の
フ
ー
コ
ー
的
な
「
自
由
の
実
践
」
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
万

ち
、
真
実
の
率
直
な
語
り
と
し
て
の
「
パ
レ
ー
シ
ア
」
に
お
い
て
は
、

一
方
で
は
真
実
を
語
る
者
の
勇
気
が
、
そ
し
て
他
方
で
は
そ
の
よ

示
し
て
い
る
の
だ
。

＊
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人
が
従
う
べ
き
原
則
や
規
範
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
人
々
が
自
ら
選
択
す
る
際
の
手
が
か
り
を
提
示
す
る
よ
う
な
言
説
が
、
我
々
が
思

考
し
行
動
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
役
立
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
我
々
が
我
々
自
身
を
自
ら
の
自
由
に
も
と
づ
い
て
作
り
上
げ
よ
う
と

努
め
る
そ
の
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
変
貌
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
続
け
た
フ
ー
コ
ー
か
ら
何
か
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

本
稿
で
使
用
し
た
フ
ー
コ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
注
に
お
い
て
以
下
の
略
号
を
用
い
て
表
す
。

A
S
 :
 L'
A
r
c
h
e
o
l

。,gie
d
u
 savoir (
1
9
6
9
)
,
 in 
CEuvres, 
t. 
2, 
Paris, 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
 
(Pleiade), 2
0
1
5
 
[
「
如
竺
り
考
、
古
坐
‘
」
、
珀
が
改
庫
H

之
訳
、
河
出
書
房

新
社
、
二

0
ー
ニ
年
]

V
S
:
 Histoire d
e
 la sexualite I
:
 L
a
 V
o
l
a
n
t
e
 d
e
 savoir (
1
9
7
6
)
,
 in 
CEuvres, t. 
2, 
Paris, Gallimard (Pleiade), 2
0
1
5
 
[ft!:!の
麻
呼
史
ー
5

心へ

の
意
志
j

、
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
]

U
P
 :
 Histoire d
e
 la sexualite I/ :
 L'
U
s
a
g
e
 des plaisirs 
0
9
8
4
)
.
 in 
CEuvres. t. 
2, 
Paris, Gallimard 
(Pleiade), 2
0
1
5
 [
「
祉

iの
麻
士
丈

"1位

g宋

の
活
用
』
、
田
村
倣
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
]

D
E
 :
 Dits et 
ecrits 1
9
5
4
,
1
9
8
8
 (
1
9
9
4
)
.
 Paris, 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
 
(Quarto), 2
0
0
1
,
 2
 vol. 
(I-II) 
[
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
」
、
蓮
宵

重
彦
、
渡
辺
守
章
監
修
、
筑
庶
宵
房
、
一
九
九
八
ー
ニ

0
0
二
年
、
全
一

0
巻

(
I
I
X
)
]

H
S
 :
 L'
H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
q
u
e
 d
u
 sujet, Paris. Gallimard/Seuil. 2
0
0
1
 
[
「
主
体
の
解
釈
学
」
、
廣
瀬
浩
司
、
原
和
之
訳
、
筑
摩
掛
房
、
二
0
0
四
年
]

(
l
)

た
と
え
ば
、
古
代
哲
学
の
専
門
家
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
自
己
の
実
践
に
関
す
る
フ
ー
コ
ー
の
記
述
は
（
盤
的
訓

練
に
関
す
る
私
の
記
述
と
同
様
）
、
た
だ
単
に
歴
史
研
究
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
代
人
に
対
し
て
暗
黙
裡
に
生
の
モ
デ
ル
を
提
供
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
だ
」

(Pierre
H
a
d
o
t
.
 ≪
 
Reflexions s
u
r
 la 
notion d
e
 ≪
 
culture d
e
 soi ≫
 
≫
 
in 
Exercices spiritue/s et Phi/osophie an, 

自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

注

る
た
め
に
は
、
我
々
も
や
は
り
、
自
分
自
身
に
安
ら
い
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
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自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

tique, 
Paris, 
A
l
b
i
n
 M
i
c
h
e
l
.
 p
.
 

3
2
5
)
。
な
お
、
こ
の
ア
ド
の
言
薬
に
対
す
る
反
論
と
い
う
か
た
ち
で
害
か
れ
た
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。

藤
山
真
、
「
「
生
存
の
美
学
」
と
は
何
か
」
、
「
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
関
東
支
部
論
集
」
第
二

0
巻
（
二

0
-
―
年
）
所
収
。

(
2
)
U
P
.
 p.
 7

4
1
 
[
 
1

―
ー
ー
ニ
頁
]

(
3
)
U
P
.
 p.
 8

1
9
 
[
 
l

―
三
頁
]

(
4
)
U
P
,
 p.
 7

4
5
 
[
―
八
頁
]

(
5
)
U
P
,
 p.
 7

4
6
 
[
―
八
頁
]

(
6
)
H
S
,
 pp
.
 2

4
0
,
2
4
1
 
[
二
九
三
頁
]

(
7
)

一
九
八
四
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
諮
義
「
兵
理
の
勇
気
」
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
そ
こ
で
自
ら
が
扱
っ
て
い
る
の
は
「
生
存

の
美
学
」
の
歴
史
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
藤
山
其
「
「
生
存
の
美
学
」
と
は
何
か
」
を
参
照
。

(
8
)
H
S
,
 p.
 

2
4
1
 [
1

1

九
四
頁
]
な
お
、
こ
こ
で
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
自
己
の
自
己
へ
の
関
係
に
お
い
て
以
外
に
、
政
治
的
権
力
に
対
す
る

抵
抗
点
、
第
一
に
し
て
究
極
の
抵
抗
点
は
な
い
」
と
い
う
仮
定
は
、
一
九
八
四
年
の
対
談
「
自
由
の
実
践
と
し
て
の
自
己
へ
の
配
慮
」
に
お
い
て

取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
D
E
II, p
p
.
 1

5
4
7
,
1
5
4
8
 

[
X
二
四
四
ー
ニ
四
五
頁
]
)
。

(
9
)
D
E
 II. p
.
 1

5
5
1
 

[
X
二
五
0
頁
]

(10)

「
倫
理
の
系
譜
学
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
対
談
の
英
語
版
(
-
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
フ
ー
コ
ー
は
、
「
美
学
的
芸
術
作
品
の
索
材
と
し
て

の
ピ
オ
ス
と
い
う
考
え
に
、
私
は
魅
了
さ
れ
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た

(
D
E
II. 
p
.
 

1
2
0
9
 
[
~
二
三
九
頁
]
)
。
た
だ
し
、
大
幅
な
修
正
が
施
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ス
語
版
(
-
九
八
四
年
）
で
は
、
「
生
が
、
死
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
‘
―
つ
の
芸
術
作
品
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
は
注
H
す
べ
き
テ
ー
マ
で
す
」
と
い
う
言
業
に
骰
き
換
え
ら
れ
て
い
る

(
D
E
II, 
p. 1
4
3
4
 

[
X
七
九
頁
]
)
。

(11)

や
は
り
英
語
版
の
「
倫
理
の
系
譜
学
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
フ
ー
コ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
の
と
こ
ろ
、
私
は
今
、
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
よ
り
も
、
自
己
の
技
術
な
い
し
そ
れ
に
類
す
る
事
柄
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
の
方
に
は
る
か
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い

ま
す
：
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
退
屈
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
す
」

(
D
E
II. p
.
 1

2
0
2
 
[
~
ニ
ニ
九
頁
]
)
。

(
1
2
)
D
E
 II, p
p
.
 1

4
3
0
,
1
4
3
1
 

[
X
七
三
頁
]
以
下
も
参
照
。

D
E
II. p
p
.
 1

4
3
3
.
 1
5
4
2
 

[
X
七
七
、
二
三
八
頁
]

(
1
3
)
D
E
 II, p
.
 1

4
3
5
 

[
X
八
0
頁
]
以
下
も
参
照
。

D
E
II. p
p
.
 1

4
3
3ー

1
4
3
4
.
1
5
1
9
,
1
5
2
1
 

[
X
七
七
ー
七
八
、
二

0
五
ー
ニ

0
六
頁
]

(
1
4
)
D
E
 II. p
.
1
2
6
8
 
[
~
三
ニ
ニ
ー
三
二
三
頁
]
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(
1
5
)
U
P
.
 p
p
.
 7
4
3
,
7
4
5
 
[
―
五
ー
_
―
七
頁
]

(16)

「
多
く
の
者
が
、
お
そ
ら
く
私
の
よ
う
に
、
も
は
や
顔
を
持
た
ぬ
た
め
に
瞥
い
て
い
る
。
私
が
誰
で
あ
る
か
と
訊
ね
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。
私

に
同
じ
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
よ
う
に
と
言
わ
な
い
で
く
れ
た
ま
え
」

(
A
S
.
p. 
2
0
 
[四

0
頁
]
)
。
以
下
も
参
照
。

D
E
II, 
p
p
.
 8
6
0
-
8
6
1
,
 

1001, 

1
4
9
4
 
[
!
l
l
!

一
九
四
、
三
九
八
頁
、
X

一
六
五
—
一
六
六
頁
]

(
1
7
)
U
P
,
 p. 7
4
6
 
[
―
八
頁
]

(18)

「
私
は
、
自
分
の
仕
事
が
大
学
で
い
か
な
る
地
位
を
持
つ
か
を
少
し
も
気
に
か
け
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
私
の
問
題
は
、
自
分
自
身
の

変
貌
な
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
々
が
私
に
「
あ
な
た
は
数
年
前
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
に
、
今
で
は
別
の
こ
と
を
語
っ
て
い

る
」
と
言
う
と
き
、
私
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
の
で
す
。
「
私
が
こ
の
数
年
間
こ
れ
だ
け
の
仕
事
を
し
て
き
た
の
は
、
同
じ
こ
と
を
語
る
た
め
、

変
貌
し
な
い
た
め
で
あ
る
な
ど
と
思
う
の
で
す
か
」
、
と
。
自
分
自
身
の
知
に
よ
る
こ
う
し
た
自
己
の
変
貌
は
、
美
的
経
験
に
極
め
て
近
い
何
か

だ
と
思
い
ま
す
」

(
D
E
TI, 
p. 
1
3
5
5
 
[
~
四
三
九
頁
]
)
。

(
1
9
)
D
E
 II, 
p. 1
3
8
7
 

[
X
―
二
頁
]

(
2
0
)
D
E
 II, 
p
p
.
 1
3
8
9
-
1
3
9
0
 

[
X
―
四
ー
一
五
頁
[
]

(
2
1
)
D
E
 II, 
p. 
1
3
9
3
 
[
X
一
九
ー
ニ

o
g

(
2
2
)
D
E
 TI, 
p. 1
3
9
3
 

[
X
二
0
頁
]

(
2
3
)
D
E
 II, 
p. 1
3
9
5
 
[
X
二
三
頁
]

(24)

「
一
方
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
探
究
が
途
中
で
使
用
し
た
り
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
こ
し
ら
え
た
り
し
て
き
た
道
具
の

数
々
を
、
一
般
的
観
点
か
ら
（
多
く
の
修
正
お
よ
ぴ
多
く
の
練
り
上
げ
を
行
い
つ
つ
）
定
式
化
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
に

お
い
て
、
そ
の
理
論
は
、
一
切
の
人
間
学
主
義
を
廃
し
た
―
つ
の
分
析
方
法
を
定
め
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
探
究
の
な
か
で
獲
得
さ
れ
た
諸
婦

結
に
よ
っ
て
自
ら
を
強
化
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
理
論
が
依
っ
て
立
つ
地
盤
、
そ
れ
は
、
そ
の
理
論
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
地
盤
な
の
だ
。
」

(
A
S
,
 p.

一8
[
三
六
頁
]
)
。

(25)

「
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
権
力
に
関
す
る
別
の
理
論
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
に
関
す
る
別
の
解
読
格
子
を
つ
く
る
と
同
時
に
、

歴
史
の
材
料
を
少
々
詳
細
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
権
力
に
関
す
る
別
の
考
え
方
へ
と
進
む
こ
と
で
あ
る
」

(vs.
p. 
6
8
2
 
[
 
1

―
八

頁])。
自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」
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自
由
の
実
践
と
し
て
の
「
生
存
の
美
学
」

(26)

以
下
を
参
照
。

D
E
I. 
p. 
1
6
2
7
 :
 D

E
 II, 
p
p
.
 1
5
4
,
1
5
8
,
 3
4
8
1
3
4
9
,
6
3
4
.
9
0
5
,
9
0
6
.
 1
3
5
5ー

1
3
5
6
.
1
4
5
7
,
 1
4
9
5
,
1
4
9
6
.
 1
5
5
1
.
 1
5
6
6
 
[
V
-
―「八
0

頁、

VI
二―

0
ー
ニ
ー
六
、
四
八
二
頁
、

vn
ニ
四
三
頁
、
珊
二
五
四
ー
ニ
五
五
頁
、

IX
四
四

0
ー
四
四
一
頁
、

X
-
―
一
、
一
六
八
、

二
五

0
、
二
六
九
頁
]

(27)

「
自
由
の
実
践
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
「
自
由
の
実
践
と
し
て
の
自
己
へ
の
配
慮
」
と
題
さ
れ
た
対
談

(
D
E
I
L
 p
p
.
 
1
5
2
7
,
l
ば
8

[
X
 

ニ
ニ

0
ー
ニ
四
六
頁
]
)
を
参
照
。

(
2
8
)
D
E
 II. 
p
p
.
 1

3
9
3
,
1
3
9
7
 

[
X
二
0
ー
ニ
五
頁
]
‘
さ
ら
に
は
以
下
も
参
照
。

D
E
II. 
p
p
.
 1
2
6
7
'
1
2
6
8
.
 1
5
1
2
,
 1
5
3
0
,
1
5
3
1
 

[
~
三
ニ
ニ
頁
、X

一
九
ニ
ー
一
九
三
、
ニ
ニ
ニ
ー
ニ
ニ
―
―

-g

(29)

価
値
と
規
則
の
総
体
と
し
て
の
「
道
徳
規
範
」
お
よ
ぴ
そ
れ
に
も
と
づ
く
振
舞
い
と
、
「
主
体
化
の
諸
形
式
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
快
楽

の
活
用
j

に
お
い
て
詳
細
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る

(
U
P
,
p
p
.
 7
器
'
7
6
3

(111
四
ー
四

0
頁])。

(
3
0
)
D
E
 II, 
p. 1
4
3
6
 

[
X
八
二
頁
]

(
3
1
)
D
E
 II. 
p. 1
4
4
3
 

[
X
九
一
頁
]
H
S
.
p. 2
4
1
 
[
二
九
四
頁
]
も
参
照
。

(
3
2
)
D
E
 II. 
p. 
1
0
4
6
 
[
~
一
五
ー
一
六
頁
]

(
3
3
)
D
E
 II. 
p. 1
0
5
1
 [~ 

1
 

1
0
頁
]

(34)

「
自
由
な
主
体
」
に
つ
い
て
は
、

D
E
II. 
p. 
1
0
5
7
 [
~
二
六
頁
]
を
参
照
。
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