
(89)　美学的観察者としてのハンナ･ア-レント

美
学
的
観
察
者
と
し
て
の
ハ
ン
ナ
･
ア
-
レ
ン
ト

(
-
)

-
　
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
を
中
心
に
　
-

＼
､

･

~

ロ

　

ー

/

山
　
　
花
　
　
子

本
稿
で
は
､
ハ
ン
ナ
･
ア
-
レ
ン
･
ト
の
　
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ

ヒ
マ
ン
　
ー
　
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』
　
(
一
九
六
三
)
　
を
め

(
2
)

ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
周
知
の
よ
う
に
ア
-
レ
ン
ト
の
こ

の
書
物
に
つ
い
て
は
へ
　
そ
の
元
と
な
る
エ
ッ
セ
イ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

カ
ー
誌
に
発
表
さ
れ
て
以
来
へ
　
ア
カ
デ
-
ア
の
内
外
で
活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
議
論
の
多
く
は
批
判
的
な
も
の
で

あ
る
が
､
そ
の
核
心
は
次
の
二
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
ま
ず
､
ユ

ダ
ヤ
人
虐
殺
に
関
わ
る
ア
-
レ
ン
ト
の
記
述
へ
　
特
に
ナ
チ
ス
と
ユ
ダ

ヤ
人
評
議
会
の
協
力
関
係
を
め
ぐ
る
ア
-
レ
ン
ト
の
叙
述
の
多
-
は

非
歴
史
的
で
'
事
実
に
反
す
る
と
さ
れ
た
｡
最
も
辛
諌
な
批
判
を
展

開
し
た
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
･
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
よ
る
と
ヘ

ア
ー
レ
ン
ト
の
　
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
に
は
歴
史
的
事

固
m

実
に
関
す
る
実
に
数
百
も
の
誤
り
が
存
在
す
る
と
い
う
｡
も
う
一
方

の
批
判
は
道
徳
的
な
い
し
倫
理
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
ア
-
レ

ン
ト
は
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
の
な
か
で
'
ナ
チ
ス
･

ド
イ
ツ
の
親
衛
隊
将
校
で
あ
り
'
一
九
四
二
年
以
降
そ
の
保
安
本
部

秘
密
国
家
警
察
局
で
ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
計
画
の
実
行
責
任
者
と
し
て
活

動
し
た
ド
イ
ツ
人
ア
ド
ル
フ
･
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
特
別
に
邪
悪
な
性
質

も
意
図
も
有
し
な
い
平
凡
な
､
ご
く
普
通
の
市
民
と
し
て
播
き
へ
　
ホ

(
4
)

ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
悪
を
相
対
化
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

批
判
に
よ
る
と
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
の
書
の
副
題
に
も
な
っ
て
い
る
｢
悪

の
陳
腐
さ
｣
　
(
t
h
e
b
a
n
a
l
i
t
y
o
f
e
v
i
l
)
　
と
い
う
テ
ー
ゼ
　
-
　
悪
が

特
別
な
動
機
も
悪
魔
的
な
性
質
も
有
さ
ず
､
極
め
て
凡
庸
な
普
通
の

人
間
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
と
す
る
主
張
　
-
　
は
許
し
難
い
道

徳
的
へ
倫
理
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
二
番
目
の
批
判
で
あ
る
｡
な
ぜ
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自
ら
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
り
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
か
ら
の
亡
命
者
と
し
て
ア
メ

-
カ
に
渡
っ
た
ア
-
レ
ン
ト
が
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』

の
よ
う
な
書
を
残
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
ア
イ
ヒ
マ
ン
そ
の

人
の
生
涯
や
性
格
へ
　
法
廷
で
の
言
動
に
常
軌
を
逸
す
る
邪
悪
さ
や
人

び
と
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
悪
意
を
兄
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も
ち

な
ぜ
こ
れ
を
　
｢
悪
の
陳
腐
さ
｣
と
い
う
悪
1
般
に
関
す
る
定
式
化
と

も
と
れ
る
テ
ー
ゼ
へ
と
昇
華
し
､
書
の
副
題
と
し
て
採
用
す
る
よ
う

な
こ
と
ま
で
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
熟
慮
し
た
場
合
そ
こ
に
ア
-
レ
ン
ト
哲
学
に

お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
一
つ
の
問
題
が
見
え
て
く
る
｡
そ
れ

は
美
学
的
観
察
者
の
問
題
へ
　
あ
る
い
は
美
学
的
な
視
点
に
よ
っ
て
行

(
5
)

為
の
善
悪
を
判
断
す
る
著
述
家
の
問
題
で
あ
る
｡
ジ
ョ
ー
ジ
･
ケ
イ

テ
ィ
ブ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
ア
-
レ
ン
ト
哲
学
の
核
心
部
分
に
は

政
治
現
象
の
本
質
は
美
学
的
な
尺
度
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
と

(
6
)

い
う
前
提
が
存
在
す
る
｡
偉
大
さ
や
美
し
さ
だ
け
が
行
為
の
善
悪
を

決
定
で
き
る
と
い
う
前
提
で
あ
る
｡
ア
-
レ
ン
ト
は
こ
れ
を
『
イ
ェ

ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
に
お
け
る
悪
に
つ
い
て
の
議
論
に
適
用

し
た
の
で
は
な
い
か
｡
｢
陳
腐
さ
｣
　
と
い
う
概
念
は
実
は
美
学
的
な

カ
テ
ゴ
-
-
な
の
で
は
な
い
か
｡
彼
女
の
観
察
者
と
し
て
の
目
は
美

学
的
な
関
心
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡
さ

ら
に
言
え
ば
こ
の
こ
と
こ
そ
が
'
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
問
題
を
よ
り

純
粋
に
歴
史
的
視
座
か
ら
考
察
し
た
ラ
ウ
ル
･
ヒ
ル
ハ
ー
グ
の
作
品

や
'
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
行
動
を
権
威
を
前
に
し
た
際
の
人
間
の
道
徳
心

の
弱
さ
と
い
う
社
会
心
理
学
的
な
視
点
か
ら
解
釈
し
た
ス
タ
ン

レ
ー
･
､
､
､
ル
グ
ラ
ム
と
比
較
し
た
場
合
の
､
ア
-
レ
ン
-
の
独
自
性

(
7
)

で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
､
本
稿
で
は
ま
ず
最
初
に
､
ア
I

レ
ン
ト
の
問
題
の
著
書
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
の
議
論

の
概
略
を
示
し
へ
　
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を
検
討
す
る
｡
次
に

ア
-
レ
ン
ト
に
お
け
る
美
学
的
観
察
者
の
理
論
を
紹
介
し
へ
　
そ
の

『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
る
｡

そ
し
て
最
後
に
ナ
チ
ス
と
全
体
主
義
を
扱
っ
た
彼
女
の
も
う
一
冊
の

著
書
『
全
体
主
義
の
起
原
』
に
お
け
る
｢
根
源
悪
｣
　
の
概
念
に
着
目

し
､
｢
悪
の
陳
腐
さ
｣
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
｡

『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
は
一
九
六
一
年
に
イ
ェ
ル
サ

レ
ム
で
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
レ
ポ
ー
タ
ー
と
し

て
出
席
し
て
い
た
ア
-
レ
ン
ト
が
t
 
l
九
六
三
年
二
月
か
ら
三
月
に

か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
誌
に
掲
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
た
も
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の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
ア
-
レ
ン
ト
は
ナ
チ
ス

統
治
下
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
プ
ロ
セ
ス
や
ア
イ
ヒ

マ
ン
の
法
廷
で
の
言
動
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
｡
特
に
彼
女
は
ユ

ダ
ヤ
人
組
織
が
ナ
チ
ス
と
協
力
し
て
自
ら
の
保
身
を
図
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
'
こ
の
よ
う
な
組
織
化
が
な
け
れ
ば
ユ
ダ
ヤ
人
犠
牲
者
の
数

は
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
｡

ユ
ダ
ヤ
人
が
暮
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
に
で
も
へ
一
般
に
認

め
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
指
導
者
が
存
在
し
た
の
だ
｡
し
か
し
こ
れ
ら

の
指
導
者
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
-
'
何
ら
か
の
形
で
'
何
ら
か
の

理
由
で
､
ナ
ツ
ィ
と
協
力
し
た
の
だ
っ
た
｡
も
し
ユ
ダ
ヤ
人
民
族

が
本
当
に
未
組
織
で
指
導
者
を
持
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
へ
　
混
乱
と

非
常
な
悲
惨
は
存
在
し
た
だ
ろ
う
が
-
-
犠
牲
者
総
数
が
四
百
五

'
'
r
*
J

十
万
か
ら
六
百
万
に
上
る
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
民
族
の
破
壊
に
加
担
し
た
と
推
断
す

る
一
方
で
､
ア
-
レ
ン
ト
は
ナ
チ
ス
･
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
計

画
の
実
質
的
な
責
任
者
と
し
て
虐
殺
に
関
わ
っ
た
ア
イ
ヒ
マ
ン
に
つ

い
て
､
そ
の
知
性
の
低
さ
や
視
野
の
狭
さ
'
｢
平
凡
さ
｣
　
を
指
摘
し

て
い
る
｡
彼
女
に
は
'
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
き
わ
め
て
凡
庸
な
人
物
に
見

え
た
の
だ
｡
と
り
わ
け
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
自
ら
を
弁
護
す
る
際
に
用
い

た
言
語
法
や
表
現
は
特
徴
を
欠
い
た
も
の
だ
っ
た
｡
｢
彼
自
身
も
学

校
時
代
か
ら
す
で
に
彼
を
悩
ま
し
て
い
た
に
違
い
な
い
或
る
欠
陥

-
　
軽
い
失
語
症
I
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
自
覚
し
て
い
て
'
『
官

庁
用
語
(
A
m
t
s
s
p
r
a
c
h
e
)
　
し
か
私
は
話
せ
ま
せ
ん
』
｣
と
弁
解
し

た
｣
｡
ま
た
へ
｢
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
性
格
に
あ
る
よ
り
特
殊
的
な
､
し
か

も
よ
り
決
定
的
な
欠
陥
は
'
或
る
事
柄
を
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
見

る
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ

た
｣
｡
さ
ら
に
､
｢
彼
の
語
る
の
を
聞
い
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
へ
　
こ
の

話
す
能
力
の
不
足
が
考
え
る
能
力
　
-
　
つ
ま
り
誰
か
他
の
人
の
立
場

に
立
っ
て
考
え
る
能
カ
　
ー
　
の
不
足
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ

l
a
.
,

と
が
ま
す
ま
す
明
白
に
な
っ
て
来
る
｣
｡
こ
の
よ
う
な
観
察
に
基
づ

い
て
彼
女
は
'
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
　
｢
(
怪
物
)
　
で
な
い
こ
と
は
誰
の
目

(
2
)

に
も
あ
き
ら
か
だ
っ
た
｣
と
結
論
す
る
｡
そ
し
て
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム

の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
の
最
終
章
で
｢
悪
の
陳
腐
さ
｣
と
い
う
へ
　
そ
の
著

書
の
副
題
と
も
な
っ
た
概
念
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
彼
女

が
引
用
す
る
の
は
､
ア
イ
ヒ
マ
ン
そ
の
人
の
最
期
の
瞬
間
へ
　
つ
ま
り

彼
自
身
の
絞
首
刑
の
瞬
間
で
あ
る
｡
ア
-
レ
ン
ト
の
報
告
に
よ
る
と

彼
は
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
'
そ
れ
が
自
ら
の
処
刑
で
も
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
へ
葬
式
の
際
に
死
者
に
向
け
ら
れ
る
弔
辞
を
自
ら
発
し
た
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と
い
う
0
　
つ
ま
り
彼
は
､
自
分
が
弔
わ
れ
る
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と

に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
な
発
言
を
し
た
の
で
あ
る
｡
7
-
レ
ン
ト

は
こ
れ
を
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
平
凡
な
知
性
を
示
す
例
と
し
て
'
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
｡

｢
も
う
す
こ
し
し
た
ら
､
皆
さ
ん
へ
　
わ
れ
わ
れ
は
皆
再
会
す
る
で

し
ょ
う
｡
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
の
運
命
で
す
｡
ド
イ
ツ
万
歳
､

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
万
歳
へ
　
オ
ー
ス
ト
-
ア
万
歳
-
-
-
こ
し
れ
ら
の
国

を
私
は
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
｡
｣
死
を
眼
前
に
し
て
も
彼
は
弔
辞
に

用
い
ら
れ
る
極
り
文
句
を
思
　
[
い
]
　
出
し
た
の
だ
｡
絞
首
台
の
下

で
彼
の
記
憶
は
彼
を
最
後
の
ペ
て
ん
に
か
け
た
の
だ
｡
彼
は
(
局

揚
)
し
て
お
り
へ
　
こ
れ
が
自
分
自
身
の
葬
式
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
あ
た
か
も
こ
の
最
後
の
数
分
間
の
あ
い
だ
に
'
人
間
の

悪
に
つ
い
て
の
こ
の
長
い
講
義
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
来
た
教
訓

-
　
恐
る
べ
き
へ
言
葉
に
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
も
考
え
て
み
る
こ

と
も
で
き
ぬ
悪
の
陳
腐
さ
と
い
う
教
訓
を
要
約
し
て
い
る
か
の
よ

､
〓
1

う
だ
っ
た
｡

い
の
句
を
向
け
る
と
い
っ
た
一
見
浅
は
か
な
行
為
が
果
た
し
て
｢
悪

の
陳
腐
さ
｣
を
要
約
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
は
置

い
て
お
く
｡
な
ぜ
ア
-
レ
ン
ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
自
民
族
の
破
滅
に
協

力
し
た
と
い
っ
た
叙
述
を
し
た
り
'
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
単
な
る
平
凡
な

小
心
者
と
し
て
描
い
た
り
し
た
の
か
｡
な
ぜ
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
責
任
を

低
-
評
価
し
'
こ
と
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
責
任
を
追
求
す
る
よ
う
な

記
述
を
し
た
の
か
｡
著
名
な
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
ゲ
ル
シ
ョ
ー
ム
･

シ
ョ
ー
レ
ム
は
7
-
レ
ン
ト
と
の
有
名
な
公
開
書
簡
に
お
い
て
そ
の

理
由
を
ア
-
レ
ン
ト
の
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
対
す
る
愛
情
の
欠
如
に
求
め

て
い
る
｡
彼
に
よ
る
と
ア
-
レ
ン
ト
の
著
作
に
は
｢
信
者
た
ち
が
持

つ
確
信
｣
が
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
ず
､
｢
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
愛
｣
(
A
h
a
･

b
a
t
h
 
I
s
r
a
e
l
)
　
の
い
か
な
る
形
の
　
｢
痕
跡
｣
　
す
ら
も
兄
い
だ
す
こ

と
が
で
き
な
い
｡
こ
の
欠
如
は
｢
ド
イ
ツ
左
翼
出
身
の
あ
ま
り
に
多

く
の
知
識
人
｣
　
に
典
型
的
で
あ
り
､
｢
ほ
と
ん
ど
噸
笑
的
で
悪
意
が

(
2
)

込
め
ら
れ
た
語
り
口
｣
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
.
シ
ョ
ー

レ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

154

こ
こ
で
は
官
庁
用
語
へ
の
依
存
あ
る
い
は
処
刑
の
際
に
自
ら
に
弔

ユ
ダ
ヤ
人
の
伝
統
の
な
か
に
は
､
わ
た
し
た
ち
に
は
｢
ユ
ダ
ヤ

人
へ
の
愛
｣
　
A
h
a
b
a
t
h
 
l
s
r
a
e
l
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
へ
　
定
義

し
に
-
い
け
れ
ど
十
分
に
異
体
的
な
意
味
を
も
つ
概
念
が
あ
り
ま



(93)美学的観察者としての-ンナ･アーレント

す
｡
親
愛
な
る
ハ
ン
ナ
｡
あ
な
た
に
は
'
ド
イ
ツ
左
翼
出
身
の
多

く
の
知
識
人
の
場
合
と
同
様
に
へ
　
こ
の
愛
が
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら

れ
な
い
の
で
す
｡
あ
な
た
の
本
の
な
か
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
議

論
は
へ
　
ま
さ
し
-
わ
た
し
た
ち
の
民
族
の
三
分
の
一
が
破
滅
さ
せ

ら
れ
た
と
い
う
こ
の
事
態
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
情
の
ゆ

え
に
､
わ
た
し
に
は
　
-
　
も
し
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
　
-
　
可
能

な
限
り
も
っ
と
も
古
風
な
'
も
っ
と
も
周
囲
に
配
慮
し
た
'
も
っ

と
も
正
確
な
取
扱
い
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
｡

た
の
テ
ー
ゼ
に
は
納
得
が
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡
-
-
こ
の
新
し

い
テ
ー
ゼ
は
'
わ
た
し
に
は
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
よ
う
な
印
象

を
残
し
ま
す
｡
-
-
も
し
へ
　
そ
れ
が
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
留
ま
ら
な
い

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
へ
　
深
刻
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
'
道
徳
哲
学
あ

る
い
は
政
治
的
倫
理
学
に
お
け
る
も
っ
と
内
実
の
あ
る
概
念
と
し

(
2
)

て
探
求
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

ユ
ダ
ヤ
人
が
こ
れ
ら
の
極
端
な
状
況
に
　
-
　
わ
た
し
た
ち
は
と

も
に
そ
の
よ
う
な
状
況
を
被
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
　
-
　
ど
の
よ
う

に
反
応
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
論
述
の
中
に

は
'
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
判
断
の
か
わ
り
に
'
一
種
の
デ
マ
ゴ
ー

グ
的
な
誇
張
の
意
志
が
あ
ま
り
に
も
多
-
見
ら
れ
ま
す
｡

さ
ら
に
シ
ョ
ー
レ
ム
は
ア
-
レ
ン
ト
の
　
｢
悪
の
陳
腐
さ
｣
　
の
概
念
に

つ
い
て
へ
　
そ
れ
が
｢
深
遠
な
分
析
の
産
物
｣
と
は
感
じ
ら
れ
ず
'
む

し
ろ
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
書
い
て
い
る
｡

あ
な
た
の
本
を
読
ん
だ
後
も
'
｢
悪
の
凡
庸
さ
｣
　
に
関
す
る
あ
な

シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
れ
ば
ア
-
レ
ン
ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
愛
し
て
い
な

か
っ
た
｡
通
俗
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
は
一
部
の
ユ

ダ
ヤ
人
に
特
殊
な
　
｢
ユ
ダ
ヤ
人
嫌
悪
｣
な
い
し
｢
自
己
嫌
悪
｣
を
共

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
な
け
れ
ば
'
ど
ん
な
に
ア
イ
ヒ
マ

ン
そ
の
人
に
特
殊
な
動
機
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
彼
を
凡
人
と
し
た

り
'
ユ
ダ
ヤ
人
が
困
難
な
状
況
の
な
か
で
下
し
た
決
定
や
選
択
を
自

民
族
の
破
滅
に
寄
与
す
る
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う

m
基
本
的
に
は
ア
-
レ
ン
ト
に
好
意
的
な
学
者
で
あ
る
セ
イ
ラ
･
ベ

ン
ハ
ビ
ブ
も
や
は
り
へ
　
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
を
　
｢
バ

ラ
ン
ス
感
覚
の
欠
如
し
た
｣
書
と
し
て
手
厳
し
-
批
判
す
る
｡
ベ
ン

ハ
ビ
プ
の
見
方
で
は
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
は
客
観
性
､

公
平
性
を
欠
い
た
書
物
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ド
イ
ツ
的
な
教
養
に
対
す
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る
彼
女
の
偏
向
を
露
わ
に
し
て
い
る
｡

ア
-
レ
ン
ト
自
身
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
最
も
近
い
距

離
に
あ
っ
た
た
め
へ
　
こ
の
作
品
は
心
の
平
静
か
ら
彼
女
の
注
意
を

そ
む
け
さ
せ
'
時
と
し
て
驚
-
べ
き
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
欠
如
､

バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
欠
如
､
そ
し
て
思
慮
分
別
を
欠
い
た
表
現
法
を

露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
検
事
長
ギ
デ
オ
ン
･
ハ
ウ
ス
ナ
-
の

｢
東
方
ユ
ダ
ヤ
人
｣
　
と
し
て
の
出
自
に
関
す
る
あ
け
す
け
な
へ
　
ほ

と
ん
ど
人
種
主
義
的
な
コ
メ
ン
-
へ
　
そ
の
　
｢
ド
イ
ツ
で
教
育
を
受

け
た
｣
判
事
ら
に
対
す
る
子
供
じ
み
た
党
派
心
へ
　
そ
し
て
イ
ェ
ル

サ
レ
ム
の
法
廷
外
に
存
在
す
る
｢
東
洋
の
モ
ッ
ブ
｣
に
関
す
る
恐

怖
心
に
満
ち
た
表
現
は
す
べ
て
へ
あ
る
種
の
健
全
な
精
神
状
態
の

欠
如
と
'
問
題
か
ら
の
距
離
の
喪
失
を
示
し
て
い
る
｡
正
し
い
公

的
な
言
語
へ
あ
る
い
は
過
去
､
悲
し
み
へ
苦
難
そ
し
て
喪
失
を
語

る
際
の
正
し
い
見
解
を
見
つ
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
ま
さ
に
そ

の
理
由
に
よ
っ
て
ア
-
レ
ン
ト
は
-
-
ユ
ダ
ヤ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

a
)

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

シ
ョ
ー
レ
ム
や
ベ
ン
ハ
ビ
プ
の
指
摘
は
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
そ
の
人
の

性
質
の
一
側
面
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
｡

シ
ョ
ー
レ
ム
が
使
っ
た
意
味
で
の
　
｢
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
愛
｣
と
い
う
も

(
2
)

の
を
ア
-
レ
ン
ト
が
欠
い
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
L
へ
　
ま
た

ア
-
レ
ン
ト
が
教
育
程
度
の
低
い
ユ
ダ
ヤ
人
に
あ
る
種
の
軽
蔑
心
を

抱
い
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
わ
ば

｢
状
況
証
拠
｣
　
的
な
も
の
で
､
ア
-
レ
ン
ト
哲
学
に
内
在
的
な
問
題

と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
よ
う
な
志
向
を
持
ち
つ
つ
も

道
徳
的
な
い
し
倫
理
的
な
見
解
　
-
　
ナ
チ
ズ
ム
は
悪
で
あ
り
'
ア
イ

ヒ
マ
ン
の
行
為
は
全
面
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
と
の
見
解
　
-
　
が
よ

り
明
快
に
な
る
形
で
叙
述
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
｡
な
ぜ
ア
-
レ
ン
ト
は
ユ
ダ
ヤ
人
批
判
と
取
ら
れ
か
ね
な
い
叙

述
を
行
い
へ
　
そ
れ
を
修
正
す
る
こ
と
な
く
出
版
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡

彼
女
の
叙
述
は
何
か
別
の
関
心
に
導
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
､
次
節
で
は
彼
女
の
美

学
的
観
察
者
の
理
論
に
着
目
し
た
い
と
思
う
｡

二

ラ
イ
オ
ネ
ル
･
ア
ペ
ル
は
シ
ョ
ー
レ
ム
と
同
じ
く
『
イ
ェ
ル
サ
レ

ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
を
公
的
に
批
判
し
た
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
が
へ

そ
の
彼
に
よ
れ
ば
へ
　
こ
の
書
に
お
け
る
ア
-
レ
ン
ト
の
記
述
の
真
の

意
図
な
い
し
目
的
は
そ
の
審
美
主
義
(
a
e
s
t
h
e
t
i
c
i
s
m
)
　
に
求
め
る
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(95)美学的観察者としてのハンナ･ア-レント

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
｡
｢
も
し
あ
る
者
が
誰
か
の
頭
に
銃
を
突
き

つ
け
て
へ
　
そ
の
友
人
を
殺
さ
せ
た
と
き
､
銃
を
突
き
つ
け
て
い
る
者

は
恐
怖
か
ら
友
人
を
殺
し
お
そ
ら
く
自
ら
の
命
さ
え
救
う
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
者
よ
り
も
美
学
的
に
い
っ
て
醜
-
は
な
い
だ
ろ
う
｣
と

(
2
)

彼
は
言
う
｡
銃
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
殺
人
を
行
っ
た
人
間
と
い
う
の

は
､
こ
の
文
脈
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
や
ア
イ
ヒ
マ
ン

の
こ
と
で
あ
る
｡
ア
ペ
ル
に
よ
れ
ば
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
は
彼
ら
の
行
為

に
対
し
美
学
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
だ
｡
彼
女

の
目
は
い
わ
ば
美
学
的
な
関
心
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

(S)

そ
も
そ
も
7
-
レ
ン
-
に
お
け
る
審
美
主
義
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
｡

ケ
イ
テ
ィ
ブ
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
の
哲
学
は
'

政
治
現
象
の
本
質
が
美
学
的
な
指
標
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
る
と

い
う
信
条
に
貫
か
れ
て
い
る
｡
善
悪
や
真
偽
で
は
な
く
｢
偉
大
さ
｣

や
｢
美
し
さ
｣
が
行
為
の
質
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
｡
ケ
イ
テ
ィ
ブ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

的
判
断
に
対
す
る
関
心
は
'
政
治
的
現
象
を
美
学
的
現
象
と
し
て

見
よ
う
と
い
う
彼
女
の
以
前
か
ら
の
願
望
か
ら
来
て
い
ま
す
｡

ア
-
レ
ン
ト
は
政
治
を
'
美
学
的
判
断
の
基
準
に
当
て
は
め
よ
う

と
し
て
い
ま
す
-
彼
女
は
実
践
と
道
徳
を
'
政
治
の
美
学
的
可
能

性
の
も
と
に
従
属
さ
せ
て
い
ま
す
｡
‥
･
私
が
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
､

ア
-
レ
ン
ト
に
お
け
る
政
治
の
美
学
化
の
最
も
重
要
な
本
質
は
'

(
2
)

道
徳
の
従
属
で
す
｡

実
際
に
ア
-
レ
ン
ト
は
主
著
　
『
人
間
の
条
件
』
　
(
一
九
五
八
)
　
の
な

か
で
'
厳
密
な
意
味
で
の
美
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
　
-
　
そ
れ
は
端
的

に
は
美
し
い
も
の
と
醜
い
も
の
で
あ
る
　
-
　
と
は
異
な
る
も
の
の
へ

偉
大
さ
､
非
日
常
性
と
い
っ
た
美
学
に
近
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
駆
使
し

な
が
ら
へ
　
政
治
が
善
悪
で
は
な
く
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て

把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡

ア
-
レ
ン
ト
は
'
可
能
な
最
大
級
の
程
度
ま
で
､
政
治
現
象
を
美

学
的
現
象
に
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
｡
彼
女
の
判
断
力
に

対
す
る
関
心
は
'
人
々
が
政
治
的
判
断
と
み
な
す
と
こ
ろ
の
も
の

よ
り
む
し
ろ
へ
美
学
的
判
断
に
対
す
る
関
心
で
す
｡
彼
女
の
美
学

人
間
の
行
動
(
b
e
h
a
v
i
o
r
)
　
-
　
ギ
リ
シ
ア
人
が
-
･
･
･
一
方
で

は
動
機
や
意
図
へ
　
目
的
へ
　
他
方
で
は
結
果
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ

｢
道
徳
的
基
準
｣
　
に
従
っ
て
判
断
し
た
も
の
I
と
違
っ
て
'
活

動
(
a
c
t
i
o
n
)
　
は
偉
大
さ
の
基
準
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
う
る
｡

と
い
う
の
は
､
一
般
的
に
受
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
打
ち
破
り
､
異
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常
さ
　
(
t
h
e
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
r
y
)
　
1
そ
こ
で
は
通
常
へ
　
日
々
の

生
活
に
お
い
て
真
な
る
も
の
は
も
は
や
あ
て
は
ま
ら
な
い
　
-
　
に

(
2
)

達
す
る
の
は
､
活
動
の
本
性
だ
か
ら
で
あ
る
｡

他
の
著
作
で
も
彼
女
は
､
政
治
現
象
が
美
学
的
な
カ
テ
ゴ
-
I
に

よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡
例
え
ば
『
過

去
と
未
来
と
の
間
』
　
(
一
九
六
一
)
　
に
収
録
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
　
｢
歴

史
の
概
念
｣
　
で
は
'
ギ
-
シ
ア
人
は
偉
大
さ
に
よ
っ
て
人
間
の
能
力

(ァ)

を
判
定
し
た
と
好
意
的
に
書
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
同
書
に
お
け
る

｢
文
化
の
危
機
｣
　
に
お
い
て
は
'
政
治
的
判
断
と
美
学
的
判
断
の
共

(S)

通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
死
後
に
出
版
さ
れ
た
『
カ
ン
ト

政
治
哲
学
の
講
義
』
　
(
一
九
八
二
)
　
に
お
い
て
も
ア
-
レ
ン
ト
は
'

政
治
的
判
断
を
理
解
す
る
材
料
と
な
る
の
は
イ
マ
ヌ
エ
ル
･
カ
ン
ト

こ
こ

の
美
学
的
判
断
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
彼
女
は
､
美
学
的
な
尺
度
で
政
治
現
象
を
理
解
な
い

(
8
)

し
記
述
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
唱
道
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
｡
こ
の

こ
と
自
体
は
'
同
時
代
の
社
会
科
学
を
席
巻
し
て
い
た
行
動
主
義
や

マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
彼
女
の
応
答
と
し
て
'
評
価
し
て
よ
い
と

(
3
)

こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
美
学
的
な
視
点
に
と
ら
わ
れ
て
道
徳
的
な

い
し
倫
理
的
批
判
と
い
う
観
点
を
暖
味
に
し
て
し
ま
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
へ
　
そ
れ
は
や
は
り
｢
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
欠
い
て
い
る
｣
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
行
為
者
の
凡
庸
さ
や
動
機
の
陳
腐

さ
を
指
摘
し
た
ら
､
そ
の
後
に
や
は
り
そ
の
行
為
が
招
い
た
帰
結
を

示
し
へ
　
行
為
者
の
道
徳
的
へ
　
政
治
的
責
任
を
問
う
て
い
-
べ
き
で
は

な
い
か
｡
実
際
ア
ペ
ル
の
比
職
に
即
し
て
言
え
ば
'
本
当
の
悪
の
責

任
者
は
｢
銃
を
突
き
つ
け
て
い
る
人
間
｣
　
で
あ
り
'
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ

人
で
も
ア
イ
ヒ
マ
ン
で
も
な
-
ナ
チ
ス
な
の
で
あ
る
か
ら
へ
彼
ら
を

十
分
に
批
判
す
る
こ
と
な
-
間
接
的
な
悪
の
遂
行
者
を
｢
陳
腐
｣
と

し
た
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
は
'
公
平
性
を
欠
い
た
書

物
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

た
だ
し
こ
こ
で
ア
-
レ
ン
ト
を
弁
護
す
る
な
ら
､
『
イ
ェ
ル
サ
レ

ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
に
は
実
の
と
こ
ろ
ア
イ
ヒ
マ
ン
そ
の
人
の
行
為

を
明
確
に
批
判
し
て
い
る
箇
所
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
『
イ
ェ
ル

サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
彼
女
は
'
ア
イ

ヒ
マ
ン
を
陳
腐
な
者
へ
醜
い
者
と
し
て
で
は
な
く
む
し
ろ
犯
罪
者
と

し
て
措
い
て
い
る
｡
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
内
面
や
動
機
で
は
な
く
へ
　
そ
の

行
為
そ
の
も
の
が
'
政
治
的
に
は
問
題
だ
と
い
う
の
だ
｡
彼
女
の
意

見
は
次
の
文
言
に
表
れ
て
い
る
｡
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こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
-
の
は
も
っ
ぱ
ら
君
(
ア
イ
ヒ
マ
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ン
)
　
の
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
､
君
の
内
面
生
活
や
君
の
動
機
は
犯

罪
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
や
'

3
槻
E

君
の
周
囲
の
人
び
と
の
潜
在
的
な
犯
罪
で
は
な
い
｡
･
-
-
政
治
に

お
い
て
服
従
と
支
持
は
同
じ
も
の
な
の
だ
｡
そ
し
て
ま
さ
に
へ
ユ

ダ
ヤ
民
族
お
よ
び
他
の
い
-
つ
か
の
国
の
国
民
た
ち
と
と
も
に
こ

の
地
球
上
に
生
き
る
こ
と
を
拒
む
　
-
　
あ
た
か
も
君
と
君
の
情
感

が
こ
の
世
界
に
誰
が
住
み
誰
が
住
ん
で
は
な
ら
な
い
か
を
決
定
す

る
権
利
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
　
-
　
政
治
を
君
が
支
持
し
実

行
し
た
か
ら
こ
そ
'
何
人
か
ら
も
も
　
す
な
わ
ち
人
類
に
属
す
る
何

も
の
か
ら
も
､
君
と
と
も
に
こ
の
地
球
上
に
生
き
た
い
と
願
う
こ

と
は
期
待
し
得
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
思
う
｡
こ
れ
が
君
が
絞
首
さ

(
8
)

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
､
し
か
も
そ
の
唯
一
の
理
由
で
あ
る
｡

彼
女
は
ア
イ
ヒ
マ
ン
を
間
違
い
な
-
政
治
的
な
罪
を
犯
し
た
者
と
断

定
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
絞
首
を
承
認

し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
政
治
道
徳
的
判
断
の
重
み
は
｢
陳

腐
｣
へ
　
｢
平
凡
｣
と
い
っ
た
美
学
的
判
断
の
カ
テ
ゴ
-
-
に
隠
れ
へ
十

分
に
読
者
に
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

三

こ
の
よ
う
に
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
の
叙
述
の
問
題
点
は
'
美
学
的
カ
テ

ゴ
-
-
の
優
位
性
と
い
う
彼
女
の
政
治
哲
学
全
体
の
問
題
に
通
じ
る

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
れ
は
決
し
て
看
過
し
て
よ

い
問
題
で
は
な
い
｡
彼
女
の
思
想
に
同
情
的
な
者
で
さ
え
､
そ
の
審

(｣)

美
主
義
に
対
し
て
は
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

で
は
ど
の
よ
う
な
叙
述
が
政
治
道
徳
的
に
適
切
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
｡
こ
こ
で
全
体
主
義
と
ナ
チ
ズ
ム
に
関
す
る
ア
-
レ
ン
-
の
も
う

l
　
つ
の
著
作
　
『
全
体
主
義
の
起
原
』
　
(
7
九
五
一
)
　
に
お
け
る
悪
に

つ
い
て
の
議
論
を
紹
介
し
た
い
｡
『
全
体
主
義
の
起
原
』
　
に
お
い
て

ア
-
レ
ン
ト
は
､
ナ
チ
ズ
ム
の
行
っ
た
悪
を
　
｢
根
源
悪
｣
　
(
r
a
d
i
c
a
-

e
v
i
l
)
　
と
呼
び
､
そ
の
特
徴
を
　
｢
人
間
を
人
間
と
し
て
無
用
に
す
る

こ
と
｣
と
し
た
｡
ア
-
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
悪
が
最
も
純

粋
に
現
れ
た
の
は
ナ
チ
ス
･
ド
イ
ツ
や
ス
タ
ー
-
ン
･
ロ
シ
ア
の
強

制
収
容
所
に
お
い
て
で
あ
る
｡

こ
の
根
源
的
な
悪
が
へ
　
そ
の
な
か
で
は
す
べ
て
の
人
間
が
ひ
と
し

な
み
に
無
用
に
な
る
よ
う
な
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
お
い

て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
わ
れ
わ
れ
も
確
認
し
得

159



一橋論叢　第134巻　第2号　平成17年(2005年) 8月号(98)

る
の
だ
｡
全
体
主
義
的
権
力
の
持
主
た
ち
は
他
の
す
べ
て
の
人
間

と
ま
っ
た
-
同
様
に
自
分
自
身
も
無
用
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い

る
し
､
ま
た
全
体
主
義
の
刑
吏
た
ち
が
あ
の
よ
う
に
危
険
で
あ
る

の
は
'
単
に
生
き
よ
う
が
死
の
う
が
か
ま
わ
な
い
と
い
う
だ
け
で

は
な
-
､
こ
の
世
に
生
れ
て
来
て
も
釆
な
く
て
も
自
分
に
は
同
じ

だ
っ
た
と
彼
ら
が
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
人
間
を
無
用
な
も

の
に
す
る
た
め
に
全
体
主
義
の
発
明
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
制
度
の
恐

る
べ
き
危
険
は
'
急
速
に
人
口
が
増
加
し
'
同
時
に
ま
た
土
地
を

失
い
故
国
を
失
っ
た
人
び
と
も
着
実
に
殖
え
て
行
く
こ
の
時
代
に

お
い
て
は
'
い
た
る
と
こ
ろ
で
い
つ
も
無
数
の
人
間
が
'
功
利
主

義
的
に
考
え
る
か
ぎ
り
実
際
に
　
(
無
用
)
　
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
に
あ
る
｡
こ
う
し
た
状
況
を
見
る
と
'
時
代
の
決
定
的
な

政
治
的
･
社
会
的
･
経
済
的
動
向
の
す
べ
て
が
'
人
間
を
本
当
に

無
用
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
い
操
縦
す
る
の
に
役
立
つ
制
度
と
ひ

(
8
3

そ
か
に
結
託
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
｡

ア
I
レ
ン
ト
は
根
源
悪
の
概
念
を
捨
て
､
悪
の
陳
腐
さ
と
い
う
テ
ー

ゼ
へ
と
自
ら
の
立
場
を
シ
フ
ト
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
ア
-
レ
ン
ト
に

と
っ
て
悪
は
根
源
的
で
も
悪
魔
的
で
も
な
-
た
だ
陳
腐
な
も
の
に

な
っ
た
の
で
あ
る
｡
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
　
刊
行
と
同

年
の
一
九
六
三
年
に
シ
ョ
ー
レ
ム
と
の
問
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
に
お

い
て
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

160

こ
の
根
源
悪
の
概
念
に
つ
い
て
は
､
｢
悪
の
陳
腐
さ
｣
　
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
に
向
け
ら
れ
た
よ
う
な
批
判
は
さ
れ
て
い
な
い
｡
む
し
ろ
全

体
主
義
の
悪
の
本
質
を
と
ら
え
た
概
念
と
し
て
､
高
く
評
価
さ
れ
て

い
る
｡
た
だ
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
を
書
-
頃
に
は
'

私
は
考
え
を
変
え
へ
も
は
や
｢
根
源
悪
｣
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い

ま
せ
ん
｡
-
-
現
在
の
私
の
意
見
と
い
う
の
は
'
悪
は
決
し
て

｢
根
源
的
｣
　
で
は
な
-
'
極
端
な
だ
け
で
'
深
遠
さ
も
悪
魔
的
な

次
元
も
備
え
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
す
｡
そ
れ
は
表
面
を
覆
う

菌
の
よ
う
に
広
が
る
が
ゆ
え
に
へ
全
世
界
に
は
び
こ
り
'
そ
れ
を

荒
廃
さ
せ
る
の
で
す
｡
そ
れ
は
'
私
が
言
っ
た
よ
う
に
､
｢
思
考

を
拒
む
｣
　
(
t
h
o
u
g
h
t
-
d
e
f
y
i
n
g
)
　
も
の
で
す
｡
と
い
う
の
は
'

思
考
は
深
遠
に
達
し
､
根
源
に
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
し
ま
す
が
､
そ

れ
が
悪
と
出
会
っ
た
と
き
､
そ
れ
は
挫
折
す
る
の
で
す
　
-
　
そ
こ

に
何
も
な
い
が
ゆ
え
に
｡
そ
れ
が
悪
の
｢
陳
腐
さ
｣
で
す
｡
善
だ

固
鑑
的

け
が
深
み
を
持
ち
､
根
源
的
で
あ
り
う
る
の
で
す
｡

さ
ら
に
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
　
『
精
神
の
生
活
』
　
(
一
九
七
八
)
　
に
お
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い
て
彼
女
は
同
様
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
｡

行
為
は
怪
物
的
で
し
た
が
'
行
為
者
は
　
-
　
(
少
な
く
と
も
ア
イ

ヒ
マ
ン
は
)
　
-
　
全
-
普
通
で
'
平
凡
で
､
悪
魔
的
で
も
怪
物
的

で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
彼
の
中
に
は
'
強
固
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
信
条
も
特
別
に
悪
い
動
機
の
兆
し
も
な
く
､
彼
の
過
去
の

行
動
の
中
に
探
知
で
き
る
唯
一
の
顕
著
な
特
徴
と
い
え
ば
-
-
完

全
に
消
極
的
な
何
か
で
す
｡
そ
れ
は
お
ろ
か
さ
で
は
な
く
､
無
恩

(g)

考
性
で
す
｡

-
チ
ャ
ー
ド
･
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
る
と
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
-
は
悪

の
陳
腐
さ
と
い
う
主
張
を
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
よ
り

か
な
り
以
前
か
ら
へ
　
つ
ま
り
『
全
体
主
義
の
起
原
』
　
の
構
想
を
練
っ

て
い
た
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
保
有
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る
｡

確
か
に
当
時
の
ア
-
レ
ン
-
と
師
カ
ー
ル
･
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
の
書
簡

を
紐
解
く
と
､
そ
こ
に
は
ナ
チ
ス
を
異
常
な
も
の
と
し
て
'
あ
る
い

は
悪
魔
的
な
偉
大
さ
と
い
っ
た
観
念
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
の
問

題
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
ナ
チ
ス
の
行
為

は
そ
の
　
｢
完
全
な
陳
腐
さ
に
よ
っ
て
へ
　
そ
し
て
そ
の
平
凡
な
く
だ
ら

な
さ
に
よ
っ
て
｣
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
7
-
レ
ン
ト

(
5
)

は
こ
の
考
え
に
同
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
で
も
ア
-

レ
ン
ト
が
悪
の
陳
腐
さ
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ

ヒ
マ
ン
』
を
き
っ
か
け
と
し
て
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
｡
一
七
年
の
歳
月
を
経
て
ア
-
レ
ン
ト

は
'
｢
根
源
悪
｣
　
で
は
な
く
　
｢
悪
の
陳
腐
さ
｣
　
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を

用
い
る
こ
と
を
自
ら
選
び
取
っ
た
の
で
あ
る
｡

悪
に
関
す
る
こ
の
ア
-
レ
ン
ト
の
立
場
の
変
容
は
果
た
し
て
適
切

な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
『
全
体
主
義
の
起
原
』
　
は
ア
カ
デ
-
ア

そ
し
て
出
版
界
に
お
い
て
高
い
評
価
を
得
た
｡
そ
の
歴
史
的
叙
述
に

関
わ
る
部
分
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
根
源
悪
の
概
念
を
中
心

と
し
た
道
徳
的
な
主
張
が
人
び
と
に
強
-
訴
え
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ

に
比
べ
　
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
は
ヘ
　
ア
ー
レ
ン
ト
に
ユ

ダ
ヤ
人
の
敵
と
い
う
汚
名
を
残
し
へ
　
あ
ま
り
生
産
的
で
な
い
論
議
を

生
ん
だ
｡
ア
I
レ
ン
ト
の
美
学
的
観
察
者
と
し
て
の
実
践
は
'
果
た

し
て
意
味
あ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
ノ
ア

イ
ヒ
マ
ン
』
を
『
全
体
主
義
の
起
原
』
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
執

筆
し
た
な
ら
へ
彼
女
は
依
然
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
味
方
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
｡
『
全
体
主
義
の
起
原
』
　
の
高
い
文
学
的
性
格
を
考
慮
す
る
な

ら
へ
同
じ
美
学
的
な
概
念
を
用
い
る
に
し
て
も
や
は
り
な
に
か
別
の

議
論
を
用
い
た
ほ
う
が
'
全
体
主
義
を
破
壊
し
た
い
と
い
う
彼
女
の
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(S)

意
図
が
伝
わ
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

本
稿
は
'
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
研
究

の
一
部
で
あ
る
｡

(
-
)
　
本
稿
は
二
〇
〇
三
年
六
月
に
イ
ギ
リ
ス
､
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で

開
催
さ
れ
た
政
治
哲
学
に
関
す
る
国
際
会
議
｢
プ
レ
イ
ブ
･

ニ
ュ
ー
･
ワ
ー
ル
ド
二
〇
〇
三
｣
　
で
の
著
者
の
報
告
を
元
に
し
て
い

る
｡
会
議
に
お
け
る
M
a
r
a
K
o
l
e
s
a
s
'
T
h
o
m
a
s
P
o
g
g
e
の
コ
メ

ン
ト
に
感
謝
す
る
｡

(
2
)
　
ハ
ン
ナ
･
ア
-
レ
ン
ト
著
､
大
久
保
和
郎
訳
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム

の
ア
イ
ヒ
マ
ン
I
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』
　
み
す
ず
書
房
へ

一
九
六
九
年
｡

(

ォ

)

　

R

o

b

i

n

s

o

n

,

J

a

c

o

b

.

(

1

9

6

5

)

.

A

n

d

 

t

h

e

 

c

r

o

o

k

e

d

s

h

a

l

l

 

b

e

m
a
d
e
s
t
r
a
i
g
h
t
:
T
h
e
E
i
c
h
m
a
n
n
 
T
r
i
a
l
,
t
h
e
J
e
w
i
s
h
c
a
t
a
s
t
r
o
-

t

h

e

,

a

n

d

H

a

n

n

a

h

A

r

e

n

d

t

'

s

n

a

r

r

a

t

i

v

e

.

N

e

w

Y

o

r

k

‥

M

a

c

m

i

1

-

I
a
n
.

(
4
)
　
こ
の
種
の
批
判
に
つ
い
て
は
､
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
A
r
･

e
n
d
t
.
H
a
n
n
a
h
.
(
1
9
7
8
)
.
T
h
e
J
e
w
a
s
p
a
r
i
a
h
:
J
e
w
i
s
h
 
i
d
e
n
-

t
i
t
y
a
n
d
p
o
l
i
t
i
c
s
i
n
t
h
e
m
o
d
e
r
n
a
g
e
(
R
.
H
.
F
e
l
d
m
a
n
,
e
d
.
)
･

N

e

w

 

Y

o

r

k

‥

G

r

o

v

e

 

P

r

e

s

s

,

p

p

.

2

4

0

-

2

7

9

;

B

e

l

l

,

D

a

n

i

e

l

(

F

a

l

l

1
9
6
3
)
.
T
h
e
a
l
p
h
a
b
e
t
o
f
j
u
s
t
i
c
e
:
R
e
f
l
e
c
t
i
o
n
s
o
n
"
E
i
c
h
m
-

a
n
n
 
l
n
 
J
e
r
u
s
a
l
e
m
.
 
"
P
a
r
t
i
s
a
n
 
R
e
v
i
e
w
3
0
　
(
3
)
:
4
1
7
-
4
2
9
;

A
b
e
l
,
L
i
o
n
e
l
(
S
p
r
i
n
g
1
9
6
3
)
.
A
e
s
t
h
e
t
i
c
s
o
f
e
v
i
l
:
H
a
n
n
a
h

A
r
e
n
d
t
o
n
 
E
i
c
h
m
a
n
n
 
a
n
d
 
t
h
e
J
e
w
s
.
P
a
r
t
i
s
a
n
R
e
v
i
e
w
3
0

(

2

)

‥

2

1

1

-

2

3

0

;

B

e

n

h

a

b

i

b

,

S

e

y

l

a

.

(

1

9

9

6

)

.

I

d

e

n

t

i

t

y

,

p

e

r

-

s
p
e
c
t
i
v
e
 
a
n
d
 
n
a
r
r
a
t
i
v
e
 
i
n
 
H
a
n
n
a
h
 
A
r
e
n
d
t
'
s
 
E
i
c
h
m
a
n
n

i
n
J
e
r
u
s
a
l
e
m
.
H
i
s
t
o
r
y
&
M
e
m
o
r
y
8
(
2
)
:
P
o
d
h
o
r
e
t
z
,
N
o
r
-

m
a
n
.
(
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
6
3
)
.
H
a
n
n
a
h
A
r
e
n
d
t
o
n
E
i
c
h
m
a
n
n

H
A
 
s
t
u
d
y
 
i
n
 
t
h
e
 
p
e
r
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
b
r
i
l
l
i
a
n
c
e
.
C
o
m
m
e
n
t
a
r
y

3
6
(
3
)
:
2
0
1
-
2
0
8
;
S
y
r
k
i
n
,
M
a
r
i
e
.
(
M
a
y
1
9
6
3
)
.
M
i
s
s
 
A
r
-

e
n
d
t
 
s
u
r
v
e
y
s
 
t
h
e
 
h
o
l
o
c
a
u
s
t
･
J
e
w
i
s
h
 
F
r
o
n
t
i
e
r
.
ま
た
こ
の

論
争
は
以
下
の
文
献
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
　
R
i
n
g
,
J
e
n
n
i
f
e
r
･

(
1
9
9
7
)
.
T
h
e
p
o
l
i
t
i
c
a
l
 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
o
f
t
h
i
n
k
i
n
g
;
G
e
n
d
e
r

a
n
d
J
u
d
a
i
s
m
i
n
t
h
e
w
o
r
k
o
f
H
a
n
n
a
h
A
r
e
n
d
t
.
N
e
w
Y
o
r
k
:

S
t
a
t
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
o
f
 
N
e
w
 
Y
o
r
k
 
P
r
e
s
s
;
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
R
i
c
h
-

a
r
d
.
J
.
(
1
9
9
6
)
.
H
a
n
n
a
h
A
r
e
n
d
t
a
n
d
t
h
e
J
e
w
i
s
h
Q
u
e
s
t
i
o
n
.

C

a

m

b

r

i

d

g

e

‥

M

I

T

P

r

e

s

s

.

p

p

･

1

4

8

-

1

4

9

;

B

a

r

n

o

u

w

,

D

a

g

m

a

r

.

(
1
9
9
0
)
.
V
i
s
i
b
l
e
s
p
a
c
e
s
:
H
a
n
n
a
h
A
r
e
n
d
t
a
n
d
t
h
e
G
e
r
m
a
n

-

J

e

w

i

s

h

 

e

x

p

e

r

i

e

n

c

e

.

B

a

l

t

i

m

o

r

e

一

J

o

h

n

s

 

H

o

p

k

i

n

s

 

U

n

i

v

e

r

-

s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
;
B
i
l
s
k
y
,
L
e
o
r
a
.
(
2
0
0
4
)
.
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
v
e
 
j
u
s
-

t
i
c
e
:
I
s
r
a
e
l
i
i
d
e
n
t
i
t
y
o
n
t
r
i
a
l
(
f
o
r
w
a
r
d
e
d
b
y
R
i
c
h
a
r
d
B
e
r
-

n

s

t

e

i

n

)

.

A

n

n

 

A

r

b

o

r

‥

T

h

e

U

n

i

v

e

r

s

i

t

y

 

o

f

M

i

c

h

i

g

a

n

P

r

e

-

SS.
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(101)美学的観察者としての-ンナ･アーレント

(
5
)
　
本
稿
で
は
'
｢
美
学
的
｣
､
｢
道
徳
的
｣
へ
　
｢
倫
理
的
｣
へ
　
｢
審
美
主

義
｣
へ
　
｢
美
学
的
判
断
｣
へ
　
｢
美
学
的
観
察
者
｣
等
の
語
を
以
下
の
意
味

で
用
い
て
い
る
｡
｢
美
学
主
義
｣
な
い
し
は
｢
審
美
主
義
｣
(
a
e
s
t
h
e
t
i
･

c
i
s
m
)
　
と
い
う
の
は
'
ジ
ョ
ー
ジ
･
ケ
イ
テ
ィ
プ
が
言
う
よ
う
に
､

非
美
学
的
な
も
の
を
含
め
へ
　
あ
ら
ゆ
る
現
象
や
事
象
を
美
学
的
な
も

の
と
し
て
見
な
す
傾
向
な
い
し
は
態
度
を
意
味
す
る
｡
｢
審
美
主
義

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
､
私
は
第
一
に
へ
　
感
覚
や
精
神
に
現
れ
る
事

が
ら
に
お
い
て
美
　
(
そ
し
て
崇
高
)
　
を
捜
す
､
あ
る
い
は
探
求
す
る
､

性
向
を
意
味
す
る
｡
そ
し
て
第
二
に
､
本
質
的
に
非
美
学
的
な
現
象

を
多
か
れ
少
な
か
れ
美
学
的
な
現
象
と
見
な
し
､
そ
う
し
て
こ
れ
ら

の
非
美
学
的
な
現
象
を
わ
れ
わ
れ
が
美
学
的
な
現
象
を
正
当
化
す
る

よ
う
に
　
ー
　
つ
ま
り
そ
れ
に
帰
さ
れ
た
美
(
と
崇
高
)
　
に
よ
っ
て

-
　
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
性
行
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｣

(
K
a
t
e
b
,
G
e
o
r
g
e
.
[
W
i
n
t
e
r
1
9
9
9
]
,
C
a
n
 
c
u
l
t
u
r
e
s
 
b
e
 
i
u
d
-

g
e
d
?
T
w
o
d
e
f
e
n
s
e
s
o
f
c
u
l
t
u
r
a
l
p
l
u
r
a
l
i
s
m
i
n
l
s
a
i
a
h
B
e
r
-

1
i
n
'
s
w
o
r
k
･
S
o
c
i
a
l
R
e
s
e
a
r
c
h
6
6
(
4
)
,
p
.
1
0
1
0
)
-
こ
の
意
味
に

お
い
て
美
学
主
義
は
､
道
徳
的
な
い
し
は
倫
理
的
な
関
心
　
-
　
こ
こ

で
は
両
者
を
ほ
ぼ
同
義
と
し
て
用
い
て
い
る
　
-
　
と
緊
張
関
係
に
あ

る
｡
道
徳
や
倫
理
は
'
行
為
の
美
醜
で
は
な
く
､
善
悪
を
問
題
化
す

る
も
の
で
あ
る
｡
(
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
議
論
し
た
も
の
と
し
て
､

他
に
へ
　
W
o
l
i
n
,
R
i
c
h
a
r
d
.
[
S
p
r
i
n
g
1
9
8
6
]
.
F
o
u
c
a
u
l
t
.
s
 
a
e
s
-

t
h
e
t
i
c
 
d
e
c
i
s
i
o
n
i
s
m
.
T
e
l
o
s
6
7
,
p
p
.
7
1
-
8
6
;
W
o
l
i
n
,
R
i
c
h
a
r
d
.

[
2
0
0
1
]
,
H
e
i
d
e
g
g
e
r
'
s
c
h
i
l
d
r
e
n
:
H
a
n
n
a
h
A
r
e
n
d
t
,
K
a
r
l
L
o
e
-

w
i
t
h
,
H
a
n
s
J
o
n
a
s
,
a
n
d
H
e
r
b
e
r
t
M
a
r
c
u
s
e
.
P
r
i
n
c
e
t
o
n
:
P
r
i
-

n
c
e
t
o
n
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
;
K
a
t
e
b
,
G
e
o
r
g
e
.
[
F
e
b
.
,
2
0
0
0
]
.

A
e
s
t
h
e
t
i
c
i
s
m
a
n
d
m
o
r
a
l
i
t
y
:
T
h
e
i
r
c
o
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
h
o
s
-

t
i
l
i
t
y
.
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
T
h
e
o
r
y
2
8
[
1
]
,
p
p
.
5
-
3
7
;
K
a
t
e
b
,
G
e
o
r
g
e
･

[
2
0
0
1
]
･
T
h
e
j
u
d
g
m
e
n
t
o
f
A
r
e
n
d
t
.
I
n
J
u
d
g
m
e
n
t
,
i
m
a
g
i
n
a
-

t
i
o
n
,
a
n
d
p
o
l
i
t
i
c
s
:
T
h
e
m
e
s
f
r
o
m
K
a
n
t
a
n
d
A
r
e
n
d
t
[
R
o
n
-

a
i
d
B
e
i
n
e
r
a
n
d
J
e
n
n
i
f
e
r
N
e
d
e
l
s
k
y
,
e
d
s
.
]
.
L
a
n
h
a
m
:
R
o
w
-

m
a
n
&
L
i
t
t
l
e
f
i
e
l
d
)
｡
｢
美
学
的
判
断
｣
　
は
ア
-
レ
ン
ト
の
概
念

で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
　
『
判
断
力
批
判
』
　
で
用
い
ら
れ
た

使
い
方
で
は
な
く
､
前
述
し
た
意
味
で
の
　
｢
美
学
主
義
｣
　
な
い
し
は

｢
審
美
主
義
｣
　
に
導
か
れ
た
判
断
へ
　
つ
ま
り
'
お
よ
そ
す
べ
て
の
舞

象
を
美
醜
と
い
う
尺
度
で
選
別
し
て
い
く
類
の
判
断
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
｡
｢
美
学
的
観
察
者
｣
　
は
筆
者
の
造
語
で
あ
る
が
'
こ
の
よ

う
な
美
学
的
判
断
を
下
す
人
間
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
｡
｢
美
学
的

判
断
者
｣
　
と
し
て
も
よ
か
っ
た
が
､
こ
こ
で
は
ア
-
レ
ン
ト
が
自
身

を
指
す
語
と
し
て
好
ん
だ
｢
観
察
者
｣
(
s
p
e
c
t
a
t
o
r
)
　
と
い
う
言
葉

を
用
い
た
｡
彼
女
は
自
ら
を
行
為
者
　
(
a
c
t
o
r
)
　
は
な
-
観
察
者
と

見
な
す
傾
向
が
あ
っ
た
　
(
A
r
e
n
d
t
.
H
a
n
n
a
h
.
[
1
9
7
9
1
.
O
n
H
a
n
-

n
a
h
A
r
e
n
d
t
･
I
n
H
a
n
n
a
h
A
r
e
n
d
t
:
T
h
e
r
e
c
o
v
e
r
y
o
f
t
h
e
p
u
b
-

1

i

e

w

o

r

l

d

(

M

e

l

v

y

n

A

.

H

i

l

l

,

e

d

.

)

.

N

e

w

Y

o

r

k

‥

S

t

.

M

a

r

t

i

n

'

s

P
r
e
s
s
;
A
r
e
n
d
t
,
H
a
n
n
a
h
.
(
1
9
7
8
)
.
T
h
e
 
l
i
f
e
 
o
f
 
t
h
e
 
m
i
n
d
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(
o
n
e
-
v
o
l
u
m
e
 
e
d
i
t
i
o
n
)
･
S
a
n
 
D
i
e
g
o
:
H
a
r
c
o
u
r
t
 
B
r
a
c
e
&

C
o
m
p
a
n
y
;
ハ
ナ
･
ア
I
レ
ン
ト
著
｢
建
国
二
百
年
に
よ
せ
て

I
ア
メ
-
カ
の
反
省
｣
　
『
世
界
』
　
第
三
六
〇
号
へ
一
九
七
五
年
一

l
月
へ
　
二
二
九
-
-
二
三
八
ペ
ー
ジ
)
o

<
サ
　
K
a
t
e
b
,
T
h
e
j
u
d
g
m
e
n
t
o
f
A
r
e
n
d
t
,
p
p
.
1
2
1
-
1
2
2
.

0
)
　
H
i
l
b
e
r
g
.
R
a
u
1
.
(
1
9
6
1
)
.
T
h
e
d
e
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
o
f
t
h
e
E
u
r
o
-

p
e
a
n
 
j
e
w
s
.
C
h
i
c
a
g
o
:
Q
u
a
d
r
a
n
g
l
e
 
B
o
o
k
s
.
ま
た
ス
タ
ン

レ
ー
･
-
ル
グ
ラ
ム
著
へ
　
岸
田
秀
訳
『
服
従
の
心
理
　
-
　
ア
イ
ヒ
マ

ン
実
験
』
河
出
書
房
新
社
､
一
九
八
〇
年
｡
ま
た
-
ル
グ
ラ
ム
と
類

似
し
た
見
解
を
提
示
し
た
書
と
し
て
'
マ
ッ
ク
ス
･
ピ
カ
ー
ト
著
へ

佐
野
利
勝
訳
『
わ
れ
わ
れ
自
身
の
う
ち
な
る
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
』
筑
摩
書

房
､
一
九
五
五
年
｡

(
8
)
　
ア
-
レ
ン
ト
へ
　
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
へ
　
九
八
～
九

九
ペ
ー
ジ
｡

(
9
)
　
同
書
へ
　
三
七
～
三
八
ペ
ー
ジ
｡

(
2
)
　
同
書
へ
　
四
二
ペ
ー
ジ
｡

ォ
)
　
同
書
へ
一
九
五
ペ
ー
ジ
｡

(

2

)

　

ゲ

ル

シ

ョ

ー

ム

･

シ

ョ

ー

レ

ム

へ

　

ハ

ン

ナ

･

7

1

レ

ン

ト

著

へ

矢
野
久
美
子
訳
｢
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
　
ー
　
ゲ
ル
シ
ョ
ー

ム
･
シ
ョ
ー
レ
ム
/
ハ
ン
ナ
･
ア
-
レ
ン
ト
往
復
書
簡
｣
『
現
代
思

想
』
一
九
九
七
年
七
月
､
六
四
～
七
〇
ペ
ー
ジ
｡
｡
ま
た
ポ
ニ
ー
･

ホ
1
ニ
ッ
グ
編
､
岡
野
八
代
･
志
水
紀
代
子
訳
『
ハ
ン
ナ
･
ア
ー
レ

ン

ト

と

フ

ェ

ミ

ニ

ズ

ム

1

7

ェ

､

､

:

1

ス

ト

は

ア

I

レ

ン

ト

を

ど

う

理
解
し
た
か
』
未
来
社
へ
　
二
〇
〇
一
年
､
二
l
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
｡

(
1
)
　
｢
ゲ
ル
シ
ョ
ー
ム
･
シ
ョ
ー
レ
ム
/
ハ
ン
ナ
･
ア
I
レ
ン
ト
往

復
書
簡
｣
へ
　
七
〇
ペ
ー
ジ
｡

CT Benhabib,op.cit.,p.35.

(
｣
)
　
7
1
レ
ン
ト
は
シ
ョ
ー
レ
ム
へ
の
応
答
に
お
い
て
'
｢
ユ
ダ
ヤ

人
の
愛
｣
　
が
彼
女
の
な
か
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
シ
ョ
ー
レ
ム
の
指

摘
は
　
｢
ま
っ
た
-
正
し
い
｣
と
し
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
第
一
に
へ

愛
は
常
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
集
団
や
民
族
に
向
け
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
へ
　
そ
し
て
第
二
に
､
自
分
自
身
が
そ
の
　
｢
人
間
の
一

部
｣
　
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
､
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
愛
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
｡
｢
ゲ
ル
シ
ョ
ー
ム
･

シ
m
-
レ
ム
/
ハ
ン
ナ
･
7
-
レ
ン
ト
往
復
書
簡
｣
､
七
二
ペ
ー
ジ
｡

(
2
)
　
A
b
e
l
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
2
1
9
.

(
t
O
　
注
五
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
2
)
　
K
a
t
e
b
,
o
p
.
c
i
t
,
p
p
.
1
2
1
-
1
2
2
･

(
2
)
　
A
r
e
n
d
t
,
H
a
n
n
a
h
.
(
1
9
5
8
)
.
T
h
e
h
u
m
a
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
C
h
i
-

c
a
g
o
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
h
i
c
a
g
o
P
r
e
s
s
,
p
.
2
0
5
.

3
)
　
A
r
e
n
d
t
,
H
a
n
n
a
h
.
(
1
9
6
8
)
.
B
e
t
w
e
e
n
p
a
s
t
a
n
d
f
u
t
u
r
e
:

E

i

g

h

t

e

x

e

r

c

i

s

e

s

i

n

p

o

l

i

t

i

c

a

l

t

h

o

u

g

h

t

.

N

e

w

Y

o

r

k

‥

P

e

n

g

u

i

n

B
o
o
k
s
,
p
p
.
6
6
-
6
7
.

(
S
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
2
1
4
-
2
2
5
.
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(
S
3
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A
r
e
n
d
t
,
H
a
n
n
a
h
.
(
1
9
8
2
)
.
L
e
c
t
u
r
e
s
 
o
n
K
a
n
t
'
s
P
o
l
i
t
i
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c
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l
P
h
i
l
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o
p
h
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.
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e
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n
e
r
,
e
d
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C
h
i
c
a
g
o
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f

C
h
i
c
a
g
o
P
r
e
s
s
.

ジ
ョ
ー
ジ
･
マ
ッ
キ
ナ
は
ア
-
レ
ン
ト
に
お
け
る
　
｢
意
味
性
｣

あ
る
い
は
　
｢
意
味
｣
　
と
い
う
概
念
も
ま
た
美
学
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
な

の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
　
M
c
K
e
n
n
a
,
G
e
o
r
g
e
･
(
1
9
8
4
)
.

B
a
n
n
i
s
t
e
r
l
e
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s
 
p
o
l
i
t
i
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d
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o
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i
t
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T
h
o
u
g
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3
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(
3
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ア
-
レ
ン
ト
と
同
時
代
の
社
会
科
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
へ

以
下
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
｡
H
u
g
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S
t
u
a
r
t
.
(
1
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s
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a
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r
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G
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e
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･
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M
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h

e
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t
o
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(
F
e
b
r
u
a
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H
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r
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(

1

)

‥

2
-
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2
;
H
a
b
e
r
m
a
s
,
T
u
r
e
e
n
･
(
S
p
r
i
n
g
1
9
7
7
)
.
H
a
n
n
a
h
 
A
r
-

e
n
d
t
'
s
 
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
C
o
n
c
e
p
t
 
o
f
 
P
o
w
e
r
.
S
o
c
i
a
l
 
R
e
-

s
e
a
r
c
h
:
3
-
2
4
.
小
牧
冶
･
村
上
隆
夫
共
訳
　
｢
ハ
ン
ナ
･
ア
レ
ン
ト

に
よ
る
権
力
(
M
a
c
h
t
)
概
念
(
一
九
七
六
年
)
｣
『
哲
学
的
･
政
治

的
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
　
(
上
)
　
-
　
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
』

未
来
社
､
1
九
八
六
年
へ
　
三
二
四
～
三
六
五
ペ
ー
ジ
‥
H
a
b
e
r
m
a
s
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J
i
i
r
g
e
n
.
(
S
u
m
m
e
r
1
9
8
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)
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O
n
 
t
h
e
 
J
e
r
m
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n
-
J
e
w
i
s
h
 
H
e
r
i
-

t
a
g
e
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T
e
l
o
s
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4
.
小
牧
治
･
村
上
隆
夫
共
訳
　
｢
ア
ル
フ
レ
ー
ト
･

シ
ュ
ッ
ツ
　
社
会
研
究
新
大
学
の
大
学
院
｣
『
哲
学
的
･
政
治
的
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル
　
(
下
)
　
-
　
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
者
た
ち
』
未
来

社
へ
一
九
八
六
年
へ
　
二
一
九
～
二
三
〇
ペ
ー
ジ
｡

こ
の
文
言
は
'
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
に
お
け
る
判
事
が
被
告
ア
イ

ヒ
マ
ン
に
発
す
べ
き
で
あ
っ
た
言
葉
と
し
て
､
ア
-
レ
ン
ト
白
身
が

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ハ
ン
ナ
･
ア
ー
レ
ン
ト
､
『
イ
ェ
ル
サ
レ

ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
　
-
　
悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
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､
二
l
四

べ
　
　
一
<
蝣
>
･
蝣
脂
∵

同
書
へ
　
二
一
四
～
二
l
五
ペ
ー
ジ
o
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｣
)
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と
え
ば
へ
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e
n
h
a
b
i
b
,
o
p
･
c
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t
.
,
K
a
t
e
b
,
o
p
･
c
i
t
.

ハ
ナ
･
ア
-
レ
ン
ト
著
へ
　
大
久
保
和
郎
･
大
島
か
お
り
訳
　
『
全

体
主
義
の
起
原
3
　
全
体
主
義
』
み
す
ず
書
房
へ
一
九
八
一
年
､
二

六
六
～
二
六
七
ペ
ー
ジ
｡

(
S
)
　
A
r
e
n
d
t
,
H
a
n
n
a
h
.
(
1
9
7
8
)
.
T
h
e
J
e
w
a
s
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a
r
i
a
h
:
J
e
w
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d
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t
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d
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t
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H
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F
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,
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N
e
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r
k
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G
r
o
v
e
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r
e
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s
,
p
p
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2
5
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2
5
1
.

(
g
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A
r
e
n
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t
,
T
h
e
l
i
f
e
o
f
t
h
e
m
i
n
d
,
p
･
4
.

(
m
)
　
B
e
r
n
s
t
e
i
n
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
p
.
1
4
8
-
1
4
9
･

l
e
v
)
　
彼
女
は
　
『
全
体
主
義
の
起
原
』
　
の
執
筆
の
意
図
を
全
体
主
義
を

破
壊
す
る
こ
と
と
述
べ
て
い
る
｡
｢
私
に
と
っ
て
の
第
一
の
問
題
は
'
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保
護
し
た
く
な
い
ど
こ
ろ
か
へ
　
反
対
に
自
分
が
破
壊
す
る
の
に
精
を

出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
I
全
体
主
義
1
を
い
か
に

歴
史
的
に
措
く
か
ち
　
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｣
｡
-
･
コ
ー
ン
編
へ

斎
藤
純
一
･
矢
野
久
美
子
･
山
田
正
行
訳
『
ア
-
レ
ン
ト
政
治
思
想

集
成
(
2
)
理
解
と
政
治
』
み
す
ず
書
房
へ
　
二
〇
〇
二
年
へ
　
二
四
四

ペ
ー
ジ
.
こ
の
よ
う
な
意
図
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
彼
女
に
と
っ
て
本

質
的
な
も
の
で
あ
り
､
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
執
筆
の

際
に
も
重
要
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
｡
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