
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
（
上
）

│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
の
再
帰
的
感
覚
を
め
ぐ
っ
て
│
│服

部

敬

弘

序

デ
カ
ル
ト
か
ら
デ
リ
ダ
ま
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
対
話
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
は
多
岐
に
亘
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
の
言
及
は
際
立
っ

て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
哲
学
史
上
最
も
美
し
い
著
作
」
と
し
て
五
冊
を
挙
げ
た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
著
作
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
試
論
』
が
唯
一
で
あ
る
（EI34
）。
一
九
四
六
年
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
追
悼
文
を
執
筆
し
⑴
、
晩
年
の
一
九
八
八
年
の
イ

ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
の
言
及
が
「
格
別
の
重
要
性
」（EN

253

）
を
も
つ
と
吐
露
す
る
な
ど
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
遺
産
は
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
一
貫
し
て
重
要
で
あ
り
続
け
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
関
係
、
そ
の
共
通
点
と
相
違
点
の
解
明
と
い
う
課
題
は
一
定
の
重
要

性
を
も
ち
、
幾
つ
か
の
先
行
研
究
も
あ
る
⑵
。
た
だ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
あ
い
だ
に
は
、
方
法
論
上
の
諸
前
提
に
大
き
な

違
い
が
あ
り
、
両
者
の
比
較
研
究
は
表
面
的
な
も
の
に
終
始
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
も
本
稿
が
そ
の
比
較
を
分
析
の
出
発

点
に
置
く
の
は
、
そ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
へ
の
接
近
に
際
し
て
、
意
外
に
も
有
効
で
あ
る
と
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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周
知
の
通
り
、
彼
の
哲
学
は
、
現
象
学
と
実
存
論
的
分
析
論
の
徹
底
化
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
確
か
に
徹
底
化
の
所

産
は
、
両
哲
学
の
根
本
的
改
変
を
含
ん
で
い
る
が
、
他
方
で
、
徹
底
化
の
過
程
自
体
は
、
一
貫
し
て
両
哲
学
が
切
り
拓
い
た
領
域
に
即
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
領
域
に
属
す
諸
概
念
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
術
語
へ
と
巧
み
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ

の
哲
学
と
直
接
対
峙
し
た
と
き
、
隠
喩
的
で
多
義
的
な
諸
術
語
と
も
相
俟
っ
て
、
本
来
の
分
析
の
次
元
が
見
失
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ

れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
関
連
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
す
で
に
膨
大
な
研
究

も
あ
る
。
た
だ
、
大
半
は
二
人
へ
の
批
判
を
行
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
注
意
を
向
け
て
お
り
、
肯
定
的
評
価
を
与
え
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
場
面
を
注
視
す
る
な
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
二
人
の
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
と

の
継
承
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
重
要
な
差
異
を
通
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
独
自
性
の
一
端
が
照
射
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
評
価
す
る
際
、
し
ば
し
ば
対
照
的
に
批
判
さ
れ
る
の

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
特
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
に
依
拠
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
批
判
す
る
場
面
に
照
準
す
る
。
そ
こ
で
は

身
体
や
感
覚
を
争
点
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
か
ら
引
き
出
す
重
要
な
洞
察
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
対
比
に
お
い
て

際
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
『
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
と
も
に
実
存
を
発
見
し
つ
つ
』（
一
九
六
七
年
、
以
下
『
実

存
の
発
見
』）
所
収
の
フ
ッ
サ
ー
ル
読
解
を
取
り
上
げ
、
そ
の
時
間
論
に
比
べ
て
⑶
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
、
局
所
化
さ
れ
た
感
覚
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
を
追
尾
す
る
こ
と
と
し
た
い
⑷
。

考
察
の
手
順
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
評
価
と
そ
の
批
判
を
概
観
し
、
両
者
の
争
点
の
一

つ
が
、
身
体
理
解
の
相
違
に
あ
る
点
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、
こ
の
相
違
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
体
験
概
念
を
め
ぐ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

態
度
変
更
と
関
連
す
る
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
身
体
理
解
の
前
提
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
感
覚
論
へ
と
求
め
て
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い
く
過
程
を
概
観
す
る
。
第
三
節
で
は
、
感
覚
に
お
い
て
生
じ
る
「
状
況
」
と
の
依
存
関
係
に
注
目
し
、
そ
の
基
盤
が
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与

件
」
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
対
照
的
な
身
体
理
解
の
根
幹
を
な
す
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
節
で
は
、「
ヒ
ュ
レ
ー
的

与
件
」
か
ら
理
解
さ
れ
た
感
覚
が
「
自
己
を
保
持
す
る
（se

tenir

）」
と
い
う
再
帰
動
詞
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
意
味
を
検
討
し
な
が
ら
、

フ
ッ
サ
ー
ル
感
覚
論
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
感
覚
論
と
の
接
点
を
論
究
す
る
。

第
一
節

ベ
ル
ク
ソ
ン
的
反
主
知
主
義

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
、
上
述
の
箇
所
以
外
で
も
し
ば
し
ば
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
特
に
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
永
遠
の
真
実
在
を
観
照
す
る
主
知
主
義
を
退
け
、
具
体
的
な
人
間
の
経
験
、「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の

（données
im

m
édiates

de
la

conscience
）」
に
立
ち
返
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
反
主
知
主
義
」（EN

55

）
に
つ
い
て
、

『
他
者
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
』（
一
九
七
二
年
）
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
反
し
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
叡
知
的
な
も
の

（intelligible

）
を
個
人
の
具
体
的
実
存
の
延
長
の
う
ち
に
位
置
づ
け
た
」（H

A
32

/
PS

356

）。
そ
れ
は
、『
外
の
主
体
』
所
収
の
「
ウ
ラ

ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
」（
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
生
の
時
間
」
と
し
て
の
持
続
の
発
見
を
通
し
て
、

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
と
も
に
〔
・
・
・
〕
持
続
と
い
う
人
間
的
で
自
由
な
時
間
が
第
一
哲
学
と
し
て
告
知
さ
れ
る
」（H

S
130

）。

い
ず
れ
も
知
性
に
対
し
て
、「
具
体
的
な
実
存
」、「
生
の
時
間
」、「
人
間
的
時
間
」
と
い
っ
た
「
直
接
的
な
も
の
」
を
対
置
し
た
こ
と

が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
他
に
『
超
越
と
知
解
可
能
性
』（
一
九
八
四
年
）
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
際
し
て
も
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
知
に
基
づ
い
て
精
神
性
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
拒
み
、
知
性
で
は
な
く
直
観
に
よ
っ
て
、
科
学
的
で
は
な
く

人
間
的
な
時
間
を
発
見
し
た
点
を
評
価
す
る
（TEI35

）。
こ
の
時
間
と
は
持
続
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
「
外
側
か
ら
眺
め
る
」
の
で
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は
な
く
、「
内
側
か
ら
生
き
ら
れ
る
」
ほ
か
な
い
時
間
で
あ
る
⑸
。
こ
の
反
主
知
主
義
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
評
価

す
る
理
由
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
空
間
化
を
も
た
ら
す
知
性
に
よ
っ
て
は
決
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
「
意
識
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
持

続
（durée

vécue

）」⑹
に
達
し
、
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
先
立
つ
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
る
（EN

249

）。

し
か
し
、
こ
う
し
た
反
主
知
主
義
へ
の
評
価
に
比
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
他
者
論
の
観
点
か
ら
は
必
ず
し
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
肯
定
的

な
評
価
は
下
し
て
い
な
い
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
は
、
変
化
で
あ
る
と
同
時
に
、「
生
の
飛
躍
」
と
し
て
「
予
見
不
可
能
な
（im

-

prévisible

）」⑺
未
来
を
創
造
す
る
点
で
、
他
性
を
許
容
す
る
。
持
続
が
、
等
質
性
を
前
提
す
る
数
的
多
様
性
で
は
な
く
、
創
造
性
を
前
提

す
る
質
的
多
様
性
で
あ
る
以
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
持
続
に
〈
同
〉
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
（
直
観
よ
り
も
）
む
し
ろ
知
性
の

所
産
だ
ろ
う
⑻
。

し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
こ
の
未
来
の
他
性
は
十
分
で
は
な
い
。
先
の
『
超
越
と
知
解
可
能
性
』
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
の
直
観
」
に
「
新
し
さ
（nouveauté

）」
と
い
う
未
来
を
認
め
な
が
ら
、
こ
の
「
新
し
さ
」
は
「
そ
の
新
し
さ
を
奪

わ
れ
た
新
し
さ
」（TEI35

）
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
未
来
は
直
観
に
「
現
前
」
し
、
現
在
と
化
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
未
来
は
、
決
し
て
現
前
し
え
な
い
他
性
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
存
在
を
「
持
続
」
と
し
て
、

さ
ら
に
は
「
生
成
」
と
し
て
理
解
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
を
〈
同
〉
へ
と
回
収
す
る
「
存
在
と
同
一
化
す
る
思
惟
」

（ED
E

103

）
を
希
求
す
る
哲
学
と
み
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
『
創
造
的
進
化
』
ま
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
神
、
死
、
時

間
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
一
九
七
六
年
の
講
義
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
に
言
及
し
、
そ
こ
に
は
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
「
他
人
」
に
相
当
す
る
も
の
が
「
隣
人
」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
は
「
生
の
飛
躍
が
ベ

ル
ク
ソ
ン
的
持
続
の
時
間
が
も
つ
究
極
的
意
義
で
は
な
い
」（D

M
T

67

）
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
「『
二
源
泉
』
に
お
い
て
、
持
続
は
隣
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人
と
の
関
係
と
類
似
す
る
」（D

M
T

115

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
人
類
愛
」
を
支
え
る
「
愛
の
飛
躍
（élan

d’am
our

）」⑼
を
描
き
出
す
か
ら

で
あ
る
⑽
。

た
だ
、
こ
の
講
義
と
同
年
に
出
版
さ
れ
、
後
年
『
観
念
に
到
来
す
る
神
に
つ
い
て
』
に
収
録
さ
れ
た
論
文
「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ

の
思
想
に
お
け
る
死
に
つ
い
て
」（
一
九
七
六
年
）
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、『
二
源
泉
』
に
対
し
て
同
様
の
評
価
を
下
し
な
が
ら
、
同
時

に
重
要
な
留
保
を
加
え
て
い
る
。「『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
以
来
、
持
続
は
、〔
・
・
・
〕
創
造
的
な
豊
か
さ
の
な
か
で
、
隣
人
と
の

関
係
と
類
似
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
内
面
化
、
純
粋
な
精
神
性
と
い
う
道
を
通
っ
た
う
え
で
、
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
未
来
は
、〈
世
界
〉
の
時
間
に
現
れ
る
こ
と
な
く
〔
・
・
・
〕
聖
人
を
介
し
て
現
前
し
現
れ
て
い
る
。
歴
史
は
回
避
さ
れ
る
。
世
界

の
悲
惨
は
上
空
か
ら
俯
瞰
さ
れ
る
（survolé

）〔
・
・
・
〕。
そ
れ
は
徹
底
し
て
世
界
の
悲
惨
に
直
面
し
な
い
た
め
で
あ
り
、
い
か
な
る
崩

壊
も
も
た
ら
さ
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、〔
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
〕
そ
う
し
よ
う
と
す
る
気
が
十
分
に
な
い
の
で
は
な
く
、〔
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
〕
哲
学
に
お
け
る
概
念
の
不
足
（déficience

conceptuelle

）
で
あ
る
」（D

Q
V

I69

）。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
純
粋
な
精
神
性
」
へ
と
立
ち
返
っ
た
う
え
で
、
隣
人
と
の
関
係
を
描
い
て
い
る
。
こ
の

精
神
性
の
純
化
は
、「
世
界
の
悲
惨
」
を
「
上
空
か
ら
俯
瞰
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
批
判
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
精

神
性
へ
の
依
拠
と
世
界
の
上
空
飛
翔
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
「
概
念
の
不
足
」
が
露
呈
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
と
同
種
の
批
判
は
、
他
の
テ
ク
ス
ト
に
も
散
見
さ
れ
る
。『
実
存
の
発
見
』
所
収
の
「
志
向
性
と
形
而
上
学
」（
一
九
五
九
年
）
で

は
、
再
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
他
者
経
験
の
可
能
性
を
示
唆
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
ベ
ル
ク
ソ
ン

自
身
、
持
続
の
進
展
の
う
ち
に
、〈
同
〉
か
ら
出
て
、
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
〈
他
〉
へ
と
向
か
う
超
越
を
見
出
し
た
。
し
か
し
、

彼
は
、
自
身
が
提
示
し
た
超
越
を
、
人
間
た
ち
の
大
地
（terre

）
か
ら
分
離
し
た
の
で
あ
る
」（ED

E
144

）。
こ
の
「
大
地
」
か
ら
の
分

離
と
は
、
先
の
世
界
の
上
空
飛
翔
と
同
じ
事
態
だ
ろ
う
。
同
箇
所
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ズ
ム
が
「
身
体
か
ら
解
放
さ
れ
た
精
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神
を
追
求
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
身
体
に
対
す
る
魂
の
独
立
性
」
を
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
主
義
の
帰
結
の
一
つ
」（ED

E
143-144

）
と
み
な

し
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
大
地
か
ら
の
分
離
に
対
す
る
批
判
が
、
現
象
学
と
の
対
比
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
評
価
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
は
反
対
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
身
体
の
経
験
」
に
依
拠
し
て
い
る
（ED

E
144

）。
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
対
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
身
体
と
大
地
と
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
経
験
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。

対
比
の
原
型
は
、
一
九
四
九
年
の
論
考
「
記
述
か
ら
実
存
へ
」（『
実
存
の
発
見
』
所
収
）
に
あ
る
。「
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
直
観
は
、
或
る

特
権
的
性
格
を
保
存
し
て
お
り
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
何
か
神
秘
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
的
条
件
を
超
越
し
う
る
可
能
性
で
あ
り
続

け
て
い
る
。〔
そ
れ
に
対
し
て
〕
現
象
学
で
は
、『
事
象
へ
帰
れ
』
に
加
え
て
、
事
象
か
ら
離
れ
る
こ
と
へ
の
断
固
た
る
拒
否
が
あ
る
。

『
事
象
そ
の
も
の
へ
（zu

den
Sachen

selbst

）』
だ
け
で
な
く
、『
決
し
て
事
象
か
ら
離
れ
る
な
（nie

von
den

Sachen
w

eg

）』、
で
あ

る
」（ED

E
92

）⑾
。

確
か
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
上
述
の
通
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
反
主
知
主
義
を
認
め
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
知
性
で
は
な
く
直
観
に

依
拠
す
る
反
主
知
主
義
が
、
主
知
主
義
を
真
に
乗
り
越
え
る
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
点
を
突
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、
確
か
に
知
性
の
手
前
に
あ
る
「
直
接
性
」
へ
と
遡
行
す
る
。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
直
接

性
を
、
身
体
か
ら
遊
離
し
た
精
神
の
直
接
性
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
直
観
」
に
「
知
」
の
残
滓

を
見
て
取
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
持
続
の
背
後
に
知
（savoir

）
を
導
入
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、『
持

続
の
直
観
』
を
告
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
作
用
に
取
っ
て
代
わ
る
持
続
で
は
な
く
、
経
験
さ
れ
た
〔
経
験
の
対
象
と
な
る
〕
持
続

に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
」（TEI21
）。

も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
直
観
は
知
で
は
な
い
。
ま
た
、
身
体
は
精
神
か
ら
分
離
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
知
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を
批
判
し
た
の
が
『
試
論
』
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
り
、
心
身
の
二
元
的
理
解
を
批
判
し
た
の
が
『
物
質
と
記
憶
』
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
っ

た
⑿
。
で
は
、
な
ぜ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
精
神
を
「
身
体
に
対
す
る
魂
の
独
立
」
と
断
じ
、
そ
こ
に
主
知
主
義
の
残
滓
を
見

る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
単
な
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
誤
読
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、
こ
の
批
判
の
背
後
に
潜
む
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
身
体
理
解
の
前
提
に
関
す
る
決
定
的
な
相
違
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
肯
定
的
評
価
と
密
接

に
関
連
す
る
。
確
か
に
他
者
論
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
フ
ッ
サ
ー
ル
も
同
様
に
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
身
体
論
に
つ
い
て
は
そ

う
で
は
な
い
。
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
な
い
も
の
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
見
出
さ

れ
た
「
概
念
の
不
足
」
は
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。

第
二
節

純
粋
意
識
か
ら
受
肉
し
た
意
識
へ

反
主
知
主
義
と
評
価
さ
れ
て
き
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
し
ば
し
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
主
知
主
義
に
分
類
さ

れ
て
き
た
。『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
直
観
理
論
』（
一
九
三
〇
年
、
以
下
『
直
観
理
論
』）
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
直
観
概
念
が
「
人
間
の
具
体
的
生
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
」（TH

I219

）
と
評
価
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に

つ
い
て
は
、「
生
に
つ
い
て
の
反
省
（réflexion

）」
と
い
う
「
純
粋
に
理
論
的
な
作
用
」
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
生

を
生
き
て
（vivre

）〔
体
験
し
て
〕
い
な
い
」（TH

I203

）⒀
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て

明
確
に
「
主
知
主
義
」
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
な
か
に
、
身
体
と
結
合
し
た
精
神
な
ど

ま
っ
た
く
認
め
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
講
義
』
や
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』、『
経
験
と
判
断
』
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
後
年
の
諸
論
考
で
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は
、
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
否
定
的
評
価
は
一
変
す
る
。『
実
存
の
発
見
』
所
収
の
「
志
向
性
と
感
覚
」（
一
九
六
五
年
）
で
は
、
フ

ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
時
間
意
識
が
、
意
識
自
身
に
現
前
す
る
仕
方
に
つ
い
て
、「
意
識
は
〔
・
・
・
〕
生
き
ら
れ
て
い
る
（vécue

）」

（ED
E

149
）
と
表
現
し
た
う
え
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「『
生
き
る
〔
体
験
す
る
〕（vivre

）』
と
い
う
語
は
、
内
容
と
内
容
自
身
と
の
先

反
省
的
関
係
（relation

pré-réflexive

）
を
表
わ
し
て
い
る
」（ED

E
149

）
と
明
言
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
も
は
や
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
体
験
」
を
「
生
に
対
す
る
反
省
」
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。
こ
の
変
化
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。「
先
反
省
的
」
と
い
う
形
容
詞
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
体
験
と
を
重
ね
て
理

解
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
持
続
は
生
き
ら
れ
て
い
る
」
の
と
同
じ
意
味
で
、「
意
識
は
生
き
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
確
か
に
こ
こ
で
は
、『
直
観
理
論
』
に
お
い
て
下
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
評
価
は
変
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
な
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
直
観
の
直
接
性
を
新
た
に
見
出
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
の
「
生
き
る
」
と
い
う
動
詞
に
つ
い
て
次
の
形
容
詞
を
加
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
こ
の
語
は
〔
・
・
・
〕
他
動
詞
的

（transitif

）
に
な
り
う
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
再
帰
的
（réfléchi

）（
明
示
的
反
省
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
）
で
あ
る
」（ED

E

149

）。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
き
る
」
と
い
う
語
に
見
出
し
た
新
た
な
意
味
が
「
再
帰
的
」
と
形
容
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
再
帰
的
」
の
意
味
が
「
明
示
的
反
省
で
は
な
い
」
と
付
記
す
る
こ
と
で
、「
反
省
的

（réflexif

）」
と
「
再
帰
的
（réfléchi

）」
と
の
微
細
な
違
い
を
慎
重
に
区
別
し
て
い
る
。
意
識
は
一
方
で
「
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
」
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
他
動
詞
的
」
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
意
識
が
「
自
己
に
つ
い
て
の
非
客
観
化
的
（non-

objectivant

）
意
識
」（ED

E
149

）
で
も
あ
る
と
言
う
。
こ
の
「
非
客
観
化
的
意
識
」
は
も
は
や
反
省
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
志
向
性
で
あ
る
限
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
直
観
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
体
験
の
「
再
帰
的
」
性
格
に
は
、
こ
れ
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ま
で
の
認
識
論
的
諸
概
念
で
は
理
解
し
え
な
い
事
態
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
意
識
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に

「
自
分
を
生
き
る
〔
体
験
す
る
〕（se

vivre

）」（ED
E

149

）
の
で
あ
る
。

た
だ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
と
関
係
づ
け
る
な
ら
、
こ
の
体
験
は
、
必
ず
し
も
身
体
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、「
体
験

（Erlebnis
/

vécu

）」
概
念
は
、
す
で
に
『
直
観
理
論
』
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
、
明
確
に
純
粋
意
識
へ
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
（TH

I86

）。
そ
こ
で
純
粋
意
識
は
少
な
く
と
も
身
体
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
領
域
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
こ

で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
あ
る
種
の
反
主
知
主
義
を
支
え
る
体
験
概
念
の
再
帰
的
性
格
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
文
脈
、
心
身
結
合
を
め
ぐ
る
文

脈
と
は
無
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
同
じ
「
志
向
性
と
感
覚
」
論
文
に
お
い
て
、
明
確
に
こ
の
再
帰
的
体
験
を
、「
感
覚
」
を

介
し
て
、
ほ
か
で
も
な
い
「
身
体
」
へ
と
送
り
返
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
争
点
の
正
確
な
把

握
に
は
、
こ
の
体
験
か
ら
感
覚
を
経
て
身
体
へ
と
至
る
分
析
の
歩
み
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
当
該
論
文
に
お

い
て
、
ま
ず
こ
の
体
験
を
構
成
す
る
「
作
用
」
と
「
内
容
」
の
う
ち
、
後
者
の
「
内
容
」
を
な
す
「
感
覚
的
素
材
」、
そ
れ
も
単
な
る
客

観
の
諸
性
質
と
は
異
な
る
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
（donnée

hylétique

）」
に
着
目
す
る
（ED

E
149

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
ヒ
ュ
レ
ー

的
与
件
と
関
わ
る
意
識
に
先
の
「
非
客
観
化
的
意
識
」
の
内
実
を
探
る
こ
と
か
ら
着
手
す
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
そ
こ
で
内
的
時
間
意
識
の
構
造
へ
と
分
け
入
り
、「
原
印
象
（U

rim
pression

）」
と
「
把
持
（R

etention

）」
と
の
独

特
の
関
係
、「
時
間
の
時
間
自
身
へ
の
回
帰
（retour

）」（ED
E

153
）
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
時
間
化
の
再
帰
的
構
造
に
、「
自
分
を
生

き
る
（se

vivre

）」
の
根
源
を
見
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
内
的
時
間
意
識
の
再
帰
的
構
造
を
、
さ
ら
に
「
局
所
化
」

を
伴
う
感
覚
、
空
間
性
を
刻
印
さ
れ
た
感
覚
へ
と
さ
ら
に
分
析
を
深
化
さ
せ
る
。
そ
の
意
図
は
何
か
。
な
ぜ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
体
験
を
「
身

体
」
や
「
感
覚
」
へ
と
送
り
返
す
の
だ
ろ
う
か
。
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ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
中
心
的
争
点
へ
の
接
近
を
は
か
る
本
稿
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
内
的
時
間
意
識
の
問
題
へ
立

ち
入
る
こ
と
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
感
覚
論
の
読
解
を
概
観
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
論
述
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
錯
綜
し
た
記
述
を
き
わ
め
て
凝
縮
さ
れ
た
文
体
で
圧
縮
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
彼
独
自
の
視
点
か
ら
整
理
・
解
釈
し
て
い
る

た
め
、
容
易
な
要
約
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
体
験
の
再
帰
的
性
格
が
、
純
粋
意
識
か
ら
受
肉
し
た
意
識
へ
と
、
そ
し
て
「
身

体
」
へ
と
基
礎
づ
け
ら
れ
る
過
程
が
確
か
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
に
、
先
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
重
要
な
前
提
│
│
そ

れ
は
同
時
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
哲
学
的
土
台
で
も
あ
る
│
│
が
隠
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
こ
の
再
帰
的
感
覚
を
め
ぐ
る
論
述
の
迂
回

は
不
可
避
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
志
向
性
と
感
覚
」
論
文
に
お
い
て
、
内
的
時
間
意
識
の
分
析
に
続
い
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
「
感
覚
態
（Em

p-

findnis

）」⒁
と
「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
」
に
注
目
す
る
。
例
え
ば
、
指
で
物
に
触
れ
た
際
、
こ
の
触
覚
に
は
物
の
性
質
と
同
時
に
、
指
と
い
う

特
定
の
身
体
部
位
に
局
所
化
さ
れ
た
、
指
自
身
の
感
覚
を
も
つ
。
こ
の
後
者
の
再
帰
的
感
覚
が
「
感
覚
態
」
で
あ
る
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
『
魂
に
つ
い
て
』
内
の
触
覚
論
で
も
そ
の
原
型
が
素
描
さ
れ
て
い
た
、
こ
の
「
感
覚
態
」
は
、
独
立
し
た
感
覚
で
は
な
く
、
対
象

の
感
覚
と
同�

時�

に�

、
付
随
的
、
相
互
依
存
的
に
生
じ
る
身
体
部
位
の
自
己
感
覚
で
あ
る
⒂
。

「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
」
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
手
を
動
か
す
際
に
は
、
客
観
的
空
間
に
お
け
る
手
の
運
動
に
伴
っ
て
手
の
運
動
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
内
的
感
覚
が
生
じ
る
。
ま
た
、
何
か
を
見
る
際
、
視
覚
対
象
（
像
）
の
変
遷
に
連
動
し
て
眼
球
も
運
動
し
、
そ
こ
で
は
視

覚
と
区
別
さ
れ
た
眼
球
運
動
自
体
の
感
覚
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
対
象
感
覚
と
相�

関�

し�

な�

が�

ら�

感
じ
ら
れ
る
身
体
諸
器
官
自
身
の
運
動
感

覚
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
こ
れ
も
感
覚
態
同
様
、
対
象
の
感
覚
と
の
二
重
性
に
お
い
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
身
体
の
自
己
感
覚
で
あ

る
⒃
。こ

れ
ら
受
肉
し
た
意
識
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
自
己
感
覚
を
、
以
下
、
便
宜
上
「
再
帰
的
感
覚
」
と
総
称
す
る
。
そ
の
特
徴
は
、
第
一
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に
、「
局
所
化
」
と
い
う
独
特
の
空
間
性
を
伴
う
点
で
あ
る
。
指
先
の
感
覚
態
も
運
動
感
覚
も
、
い
ず
れ
も
特
定
の
身
体
部
位
に
お
い
て

感
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自
己
感
覚
は
、
自
己
意
識
と
は
異
な
る
。
純
粋
な
思
惟
も
確
か
に
自
己
を
思
惟
し
う
る
が
、
こ
の
自
己
は
決
し

て
頭
部
な
ど
の
身
体
部
位
に
局
所
化
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、『
直
観
理
論
』
が
取
り
上
げ
た
「
脱
肉
化
」
し
た
意

識
の
体
験
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
局
所
化
さ
れ
た
感
覚
は
、
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
諸
々
の
対
象
の
変
化
を
貫
い
て
、
た
え
ず
同
じ
場
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
再
帰
的
感
覚
の
局
所
化
が
示
す
空
間
性
は
、
感
覚
に
現
れ
る
「
事
物
（chose

/
D

ing

）」
が
示
す
上

下
・
左
右
・
遠
近
と
い
っ
た
方
向
の
変
化
に
対
し
て
、
常
に
「
方
向
定
位
の
中
心
」
と
し
て
、
空
間
構
成
の
起
点
と
な
る
。
こ
う
し
た
再

帰
的
感
覚
に
生
じ
る
「
身
体
」
と
は
、
も
は
や
事
物
と
同
じ
よ
う
に
〈
そ
こ
〉（là

/
D

ort

）
に
あ
る
で
は
な
く
、「
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
ゼ

ロ
点
」（ED

E
157

）
と
し
て
の
〈
こ
こ
〉（Ici/H

ier

）
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（C

f.H
ua

V
I,158

）。

身
体
は
〈
こ
こ
〉
と
い
う
空
間
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
諸
々
の
事
物
と
は
異
な
る
「
独
自
の
客
観
性
」（H

ua
V

I,153

）
で
あ
る
。

こ
の
「〈
自
我
〉
か
ら
〈
こ
こ
〉
へ
の
移
行
」（ED

E
141

）
に
基
づ
い
て
初
め
て
〈
そ
こ
〉
と
の
関
係
が
成
立
す
る
。
こ
の
「
移
行
」
に

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
最
初
の
志
向
性
、「
意
識
の
受
肉
そ
の
も
の
の
根
本
的
志
向
性
」（ED

E
141

）
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
我
が
〈
こ

こ
〉
と
し
て
の
身
体
と
緊
密
に
一
体
化
す
る
出
来
事
で
あ
り
、
意
識
の
受
肉
そ
の
も
の
、「
受
肉
の
志
向
性
」（ED

E
143

）
で
あ
る
。
こ

の
自
我
と
身
体
と
の
紐
帯
こ
そ
、
局
所
化
を
伴
う
再
帰
的
感
覚
の
核
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
体
験
の
再
帰
性
の
根
幹
に
据
え
る
の
は
、

こ
の
感
覚
の
再
帰
性
で
あ
る
⒄
。
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第
三
節

ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件

自
我
と
〈
こ
こ
〉
と
の
関
係
が
受
肉
の
志
向
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
両
者
の
不
可
分
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
本

節
で
は
、〈
こ
こ
〉
と
〈
そ
こ
〉
と
の
関
係
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
自
我
と
〈
こ
こ
〉
と
の
関
係
は
、
少
な
く
と
も
自
我
と
〈
そ
こ
〉

と
の
関
係
か
ら
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
両
者
は
確
か
に
区
別
さ
れ
る
が
、
決
し
て
分
離
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
点
が
、
再
帰
的
感
覚

の
第
三
の
特
徴
に
関
わ
る
。
そ
れ
は
、
再
帰
的
感
覚
に
お
い
て
は
、
事
物
の
感
覚
と
身
体
の
感
覚
と
が
た
え
ず
不
可
分
な
仕
方
で
連
動
し

て
い
る
点
に
あ
る
。
身
体
は
確
か
に
事
物
と
の
関
わ
り
の
只
中
に
あ
り
、
自
己
感
覚
に
自
閉
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
感
覚
態
よ
り
も
、
む
し
ろ
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
注
目
す
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
、
一
方
で
、
運

動
感
覚
と
し
て
自
分
の
身
体
に
つ
い
て
の
再
帰
的
感
覚
を
与
え
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
根
底
に
は
〈
私
は
で
き
る
（Ich

kann

）〉
と
い

う
「
意
志
」
が
控
え
て
お
り
、
そ
れ
は
「
超
越
者
と
の
関
係
に
お
い
て
」（ED

E
158

）、
す
な
わ
ち
身
体
以
外
の
他
の
諸
事
物
と
の
関
連

に
お
い
て
、
自
由
に
身
体
を
外
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
身
体
は
「
不
動
」
で
は
な
く
、「
自
由
運
動
の
器
官
」（ED

E
158

）
と
し
て
、
た
え

ず
〈
こ
こ
〉
か
ら
〈
そ
こ
〉
へ
と
向
か
う
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
と
も
に
「
動
機
づ
け
（M

otivation

）」
の
も
と
で
身
体
と
諸
事
物
と
の
あ
い
だ
の
不
可
分
の
関
係
を

捉
え
る
。
そ
れ
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
身
体
と
事
物
と
の
あ
い
だ
の
関
係
、「
も
し
〜
な
ら
ば
、
〜
で
あ
る
（w

enn-

so

）」（H
ua

V
I,57

）
と
い
う
関
係
の
現
象
学
的
な
記
述
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
私
が
眼
球
を
動
か
す
な
ら
ば
、
視
覚
的
光
景
は
変
化

す
る
。
そ
こ
で
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
変
化
と
た
え
ず
連
動
す
る
形
で
、
外
的
対
象
の
変
化
を
動
機
づ
け
て
い
る
。
こ
の
条
件
と
帰

結
の
関
係
は
不
可
分
の
関
係
で
あ
り
、
相
互
に
分
離
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
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こ
の
関
係
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
条
件
的
な
も
の
（le

conditionnel

）」（ED
E

158

）
と
も
形
容
す
る
。
こ
の
「
条
件
的
な
も
の
」
の

出
典
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
「
条
件
的
（konditional

）」⒅
と
い
う
形
容
詞
表
現
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
文
脈
は
、
事
物
が
身
体
に
依
存
す
る
だ
け
で
な
く
、
身
体
の
方
も
事
物
に
依
存
す
る
事
態
を
説
明
す

る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
室
温
変
化
に
よ
る
体
温
上
昇
や
外
部
刺
激
に
よ
る
痛
覚
の
発
生
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
再
び
「
も

し
〜
な
ら
ば
、
〜
で
あ
る
（w

enn-so

）」
と
い
う
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
身
体
と
事
物
は
、
あ
く
ま
で
も
相
互
に
影
響
し
あ
う
関
係
、

「
依
存
関
係
（A

bhängigkeit

）」（H
ua

V
I,155

）
と
し
て
一
体
的
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
再
帰
的
感
覚
に
生

じ
る
身
体
と
事
物
は
絡
み
合
っ
て
お
り
、
再
帰
的
感
覚
は
〈
こ
こ
〉
と
〈
そ
こ
〉
に
対
し
て
同
時
的
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
身
体
は
注
意
を
向
け
て
い
る
事
物
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
囲
に
伏
在
す
る
様
々
な
事
物
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意

味
で
、〈
そ
こ
〉
は
、
顕
在
的
対
象
だ
け
で
な
く
、
受
肉
し
た
自
我
の
依
存
す
る
潜
在
的
環
境
全
体
、「
状
況
（situation

/
U

m
stand

）」⒆

で
あ
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
確
か
に
〈
私
は
で
き
る
〉
の
能
動
性
に
よ
っ
て
自
由
に
身
体
の
外
へ
向
か
う
。
し
か
し
、
こ
の
〈
私
は
で
き

る
〉
は
、「
ほ
と
ん
ど
筋
肉
的
な
（quasi-m

usculaire

）『
私
は
思
う
』」（ED

E
160

）
で
あ
っ
て
純
粋
思
惟
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
主
体

は
、
自
由
に
事
物
に
向
か
い
つ
つ
も
、
状
況
か
ら
は
自
由
に
な
り
え
ず
、
常
に
状
況
に
「
浸
り
」（ED

E
139

）、「
拘
束
さ
れ
て
い
る

（s’engager

）」（ED
E

140

）。

こ
う
し
て
、
身
体
は
〈
こ
こ
〉
か
ら
〈
そ
こ
〉
へ
と
向
か
う
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
〈
こ
こ
〉
自
体
は
「
ゼ
ロ
点
」
で
あ
り
、〈
そ
こ
〉

は
常
に
〈
こ
こ
〉
を
参
照
し
な
け
れ
ば
〈
そ
こ
〉
で
は
な
い
以
上
、「
あ
ら
ゆ
る
感
覚
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
感
覚
を
遡
示
す
る
（rem

on-

ter

）」（ED
E

141

）。
多
様
な
方
向
で
現
出
す
る
〈
そ
こ
〉
の
空
間
性
は
、〈
こ
こ
〉
の
空
間
性
に
基
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、
状
況
へ
の
拘

束
は
、
究
極
的
に
は
自
我
と
身
体
と
の
関
係
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
理
解
に
立
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
再
帰
的
感
覚
の
解
釈
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、
自
我
は
、
再
帰
的
感
覚
に
お
い
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て
、
ま
ず
「〈
自
我
〉
か
ら
〈
こ
こ
〉
へ
の
移
行
」、
身
体
と
の
最
も
原
初
的
な
関
係
と
し
て
の
「
受
肉
の
志
向
性
」
を
も
つ
。
第
二
に
、

身
体
と
一
体
化
し
た
自
我
は
、
と
り
わ
け
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
見
出
さ
れ
る
〈
私
は
で
き
る
〉
を
通
し
て
、
身
体
と
は
別
の
も
の
へ
、「
事

物
」
へ
向
か
う
。
第
三
に
、
こ
の
運
動
は
「
状
況
」
へ
の
拘
束
で
も
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
身
体
に
対
す
る
自
我
の
拘
束
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
諸
契
機
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
り
、
い
ず
れ
か
を
独
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
再
帰
的
感
覚
で
問
題
と
な
る
相
互
依
存
関
係
は
、
一
連
の
記
述
か
ら
は
実
在
的
世
界
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も

ち
ろ
ん
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
が
い
ず
れ
も
「
空
間
構
成
」
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
自
覚
的

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
決
し
て
意
識
か
ら
独
立
自
存
し
た
実
在
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
感
覚
に
現
れ
る
限
り
で
、
意
識
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
「
感
覚
内
容
（sensible

/senti

）」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
も
し
そ
れ
ら
が
「
感
覚
内
容
」
で
あ
る
な
ら
、「
動
機
づ
け
」
の
も
と
で
記
述
さ
れ
た
、
身
体
（Leib

とK
örper

の
区

別
は
依
然
曖
昧
だ
が
）、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
事
物
や
状
況
へ
の
依
存
は
相
対
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

「
確
か
に
志
向
は
空
間
の
な
か
に
は
な
い
」（ED

E
159

）
と
認
め
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
定
位
す
る
「
感
覚
」
の
次
元
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』

の
位
置
づ
け
に
従
え
ば
、「
心
的
自
我
（seelische

Ich
）」
の
次
元
で
あ
る
。
こ
の
心
身
が
不
可
分
に
結
合
し
た
「
心
的
自
我
」
か
ら
さ

ら
に
還
元
を
進
め
て
、「
構
成
さ
れ
た
統
一
体
」（H

ua
IV

,111

）
か
ら
、
構
成
の
主
体
で
あ
る
自
我
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
自
我
（reine

Ich

）」
へ
と
遡
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
向
け
た
心
身
分
離
と
世
界
遊
離
の

批
判
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
感
覚
論
の
重
要
な
読
解
に
つ
な
が
る
点
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
「
確
か

に
志
向
は
空
間
の
な
か
に
な
い
」
点
を
認
め
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
い
る
。「
し
か
し
、
感
覚
が
な
け
れ
ば
、
志
向
と
は

何
で
あ
る
か
」（ED

E
159

）。
た
だ
こ
の
疑
問
文
は
、
お
そ
ら
く
反
語
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感�

覚�

が�

な�

け�

れ�

ば�

、
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志�

向�

と�

は�

何�

も�

の�

で�

も�

な�

い�

。

な
ぜ
志
向
性
の
本
質
を
「
感
覚
」
と
み
な
す
の
か
。
そ
し
て
こ
の
感
覚
は
な
ぜ
還
元
し
え
な
い
の
か
。
重
要
な
点
は
、
こ
の
場
合
の
感

覚
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
感
覚
作
用
（sentir

）」
と
「
感
覚
内
容
（senti

）」
と
の
関
係
か
ら
な
る
「
志
向
性
」
と
し
た
う
え
で
、
特
に

こ
の
感
覚
内
容
を
独
特
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
志
向
性
と
感

覚
」
論
文
で
「
感
覚
内
容
（sensible

）」
を
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
（donnée

hylétique

）」（ex.ED
E

157

）
と
言
い
換
え
て
い
る
箇
所
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
」
を
、
か
つ
て
『
直
観
理
論
』
で
説
明
し
た

（TH
I68

）、
意
識
の
志
向
に
よ
っ
て
生
化
さ
れ
る
べ
き
単
な
る
素
材
と
し
て
は
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
『
直
観
理
論
』
で
は
検
討
の

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
、「
一
層
深
い
」
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
で
あ
る
⒇
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
志
向
性
と
形
而
上
学
」
と
同
時
期
の
「
表
象
の
没
落
」
論
文
（
一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
新

た
な
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
意
味
を
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
に
お
け
る
「
原
印
象
」
の
分
析
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
根
本
的

特
徴
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
が
、
自
分
を
構
成
す
る
意
識
の
働
き
に
対
し
て
、
逆
に
そ
れ
を
「
条
件
づ
け
る
（conditionner

）」（ED
E

132

）
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
構
成
す
る
も
の
が
構
成
さ
れ
る
も
の
を
条
件
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
に
根
本
的
な

「
逆
転
」
が
生
じ
て
い
る
。「
ノ
エ
マ
が
自
分
を
構
成
す
る
ノ
エ
シ
ス
を
条
件
づ
け
る
」
と
い
う
こ
の
「
構
成
の
両
義
性
」（ED

E
134

）

こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
「
特
権
的
性
格
」
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
「
一
層
深

い
」
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
対
す
る
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
、
単
な
る
経
験
論
的
な
「
感
覚
の
受
動
性
」
か
ら
区
別
し
、「
根
本
的
受�

動�

（passion
foncière

）」（ED
E

131

）
と
表
現
す
る
。
そ
れ
は
、
顕
在
的
対
象
の
背
後
に
広
が
る
潜
在
的
地
平
と
の
関
係
の
根
底
で
生
じ
る

受
動
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
感
覚
が
な
け
れ
ば
志
向
は
何
も
の
で
も
な
い
」
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
う
し
た
「
一
層
深
い
」
ヒ
ュ
レ
ー

的
与
件
と
の
両
義
的
関
係
を
本
来
の
「
感
覚
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
還
元
不
可
能
な
、
諸
々
の
志
向
の
根
本
条
件
と
理
解
す
る
か
ら
で
あ
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る
。「

志
向
性
と
感
覚
」
論
文
に
お
け
る
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
再
帰
的
感
覚
の
分
析
の
過
程
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
終
始
控
え
め
な
仕
方
で
聴
取

し
て
い
た
の
は
、
こ
の
内
的
時
間
意
識
で
取
り
出
さ
れ
た
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
」（『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
は
「
受
動
的
自
我
」（H

ua
IV

,

214

）
を
語
る
場
面
で
こ
れ
を
素
描
す
る
が
）
の
、
再
帰
的
感
覚
に
お
け
る
反
響
で
あ
る
。
こ
の
原
印
象
由
来
の
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
を
、

『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
「
感
覚
」
の
読
解
、
と
り
わ
け
局
所
化
と
状
況
へ
の
拘
束
を
伴
う
再
帰
的
感
覚
の
読
解
に
持
ち
込
む
こ
と
が
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
再
帰
的
感
覚
を
読
み
解
く
た
め
の
重
要
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
が
精
神
と
身
体
と
の
結
合
原
理
そ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
再
帰
的
感
覚
の
分
析
は
「
心
的
自
我
」
の
次
元
で
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
純
粋
自
我
」
と
は
異
な
り
、「
独
特
の
緊
密
さ
に
よ

っ
て
身
体
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
」（H

ua
V

I,121

）
主
観
で
あ
る
。
で
は
、
身
体
は
い
か
に
自
我
と
一
体
化
す
る
の
か
。
そ
れ
が
受
肉

の
志
向
性
に
よ
る
と
し
て
も
、
な
ぜ
自
我
と
身
体
と
は
還
元
不
可
能
な
絆
を
結
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自

我
と
身
体
と
の
不
可
分
性
の
根
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
我
と
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
と
の
そ
れ
に
求
め
て
い
る
。
意
識
は
ま
さ
に
「
そ�

の�

ヒ�

ュ�

レ�

ー�

的�

基�

盤�

（hyletische
U

nterlage

）
を�

通�

し�

て�

」（H
ua

V
I,153

）
身
体
と
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
身
体
と
の
結
合
を
説
明
す
る
際
に
、
ま
さ
に
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
こ
の
一
節
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る

（ED
E

157

）。
彼
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
で
含
意
の
あ
る
当
該
の
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
」
の
意
味
を
、『
直
観
理
論
』
で
の
ヒ
ュ
レ
ー
で
は
な
く
、

い
ま
や
「
根
本
的
受
動
」
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
ヒ
ュ
レ
ー
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
構
成
の
両
義
性
」
が
機
能
す
る
ヒ
ュ
レ
ー
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
自
我
に
と
っ
て
身
体
と
の
関
係
が
捨
象
し
え
な
い
の
は
、
感
覚
の
根
底
で
、
自
我
が
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
よ
っ
て
条
件
づ
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
感
覚
態
に
お
い
て
た
え
ず
統
一
的
に
保
持
さ
れ
る
〈
こ
こ
〉
の
空
間
性
は
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
固

有
の
も
の
」（ED

E
157

）
と
み
な
さ
れ
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
「
根
本
的
受
動
」
の
次
元
に
深
め
ら
れ
た
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
基
づ
い
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
の
描
く
空
間
構

成
が
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
心
的
自
我
」
に
お
い
て
は
、
心
と
状
況
と
が
独
特
の
「
共
属
性

（Zusam
m

engehörigkeit

）」（H
ua

V
I,124

）
の
も
と
に
お
か
れ
る
と
明
言
し
て
い
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま
た
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
は

「
客
観
へ
の
主
観
の
所
属
（appartenance

）」、「
世
界
へ
の
意
識
の
参
入
（participation

au
m

onde

）」（ED
E

156

）21
が
見
出
さ
れ
る
と

指
摘
す
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
志
向
性
と
形
而
上
学
」
論
文
で
同
様
の
事
態
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
遺
稿
「
空
間
構
成
に
つ
い
て
の
覚
書
」22
に
お
け

る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
分
析
の
な
か
に
も
探
り
当
て
て
い
る
。
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
空
間
（
と
り
わ
け
「
大
地

（Erde

）」）
と
の
関
係
を
「〔
対
象
と
の
〕
単
な
る
接
触
か
ら
区
別
す
べ
き
原
本
的
志
向
性
（intentionnalité

originale

）」（ED
E

141

）

と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
「
ま
っ
た
く
客
観
化
的
で
は
な
い
志
向
（intentions

nullem
ent

objectivantes

）」（ED
E

141

）
で
あ
る
。
こ
の
非
客

観
化
的
な
性
格
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
状
況
へ
の
絶
対
的
拘
束
と
捉
え
る
。「〔
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
〕
主
観

は
〔
・
・
・
〕
状
況
の
う
ち
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
（entraîné

）」（ED
E

141

）。

こ
の
よ
う
な
状
況
へ
の
強
い
拘
束
性
（engagem

ent
）
を
も
た
ら
す
志
向
性
は
、
自
我
と
身
体
と
の
関
係
、
つ
ま
り
受
肉
の
志
向
性
へ

と
送
り
返
さ
れ
る
（ED

E
142

）。
そ
し
て
、
こ
の
自
我
と
身
体
と
の
関
係
に
は
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
が
す
で
に
介
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
状
況
へ
の
拘
束
性
の
根
拠
は
、（『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
を
読
む
）
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
、
相
対
化
し
う
る
物
理
的
世
界

の
実
在
的
依
存
関
係
か
ら
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
と
の
絶
対
的
受
動
の
関
係
へ
と
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
を
前
提
す
る
限
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
志
向
性
の
本
質
は
感
覚
で
あ
り
、
意
識
は
常
に
空
間
性
を
刻
印
さ

れ
た
受
肉
し
た
意
識
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
自
我
は
あ
ら
か
じ
め
結
ば
れ
た
身
体
と
の
一
体
性
ゆ
え
に
、
空
間
か
ら
決
し
て
遊
離
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
上
空
か
ら
俯
瞰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
空
間
へ
の
拘
束
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
世
界
の
悲
惨
」
と
呼
ん
で
い
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た
も
の
だ
ろ
う
。
空
間
性
は
、
再
帰
的
感
覚
を
通
し
て
た
え
ず
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
感
覚
の
主
体
は
、
自
ら
構
成
す
る
身
体
の
空
間

性
の
な
か
に
（dans

）
常
に
す
で
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
身
体
を
「
他
な
る
も
の
（autre

）」（ED
E

142

）
と

呼
ぶ
。
再
帰
的
感
覚
が
純
粋
な
自
己
意
識
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
身
体
と
い
う
異
他
的
な
も
の
と
の
関
係
の
只
中
で
不
断
に
自

己
の
同
一
性
を
保
持
す
る
再
帰
的
な
他
動
詞
性
、「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
他
動
詞
性
（transitivité

kinesthésique

）」（ED
E

142

）
を
備
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
節

se
vivre

か
らse

tenir

へ

志
向
に
対
す
る
感
覚
の
優
位
を
主
張
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
フ
ッ
サ
ー
ル
読
解
の
成
否
は
措
く
と
し
て
23
、
以
上
の
読
解
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
身
体
理
解
の
中
心
を
照
し
出
し
た
は
ず
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
離
れ
る
べ
き
で
な
い
」
と
み
な
し
た
事
象
は
、
こ
の
絶
対
的
受

動
と
し
て
の
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
空
間
と
の
相
対
化
し
え
な
い
依
存
関
係
で
あ
る
。
こ
う
し
て
理
解

さ
れ
た
再
帰
的
感
覚
の
主
体
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
精
神
と
身
体
の
真
の
「
混
合
体
（m

ixte

）」（ED
E

159

）
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
「
局�

所�

化�

か
ら
分
離
さ
れ
え
な
い
〈
精
神
〉（Spirituel

）」（ED
E

159

、
強
調
引
用
者
）
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
際
に
用
い
た
「
身
体
」
や
「
大
地
」、「
世
界
」
は
も
は
や
経
験
的
な
意
味
で
は
理
解

さ
れ
え
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
身
体
か
ら
の
魂
の
独
立
」
と
批
判
さ
れ
た
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
基
盤
」
に
よ
る
身
体

と
の
結
合
に
身
を
置
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
世
界
の
悲
惨
」
や
「
大
地
」
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ

た
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
そ
れ
ら
を
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
支
え
ら
れ
た
身
体
の
空
間
性
か
ら
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

持
続
は
、
確
か
に
「
生
き
ら
れ
る
」。
ま
た
持
続
は
「
自
我
の
深
み
（profondeurs

de
m

oi

）」24
に
お
い
て
「
自
分
を
生
き
る
（se
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vivre

）」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
は
決
し
て
局
所
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
持
続
は
「
状
況

づ
け
ら
れ
る
」
こ
と
が
な
い
25
。
と
い
う
の
も
、「
意
識
の
直
接
与
件
」
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
は
届
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
経
験
の
直
接
性
は
認
め
る
が
、
そ
こ
に
局
所
化
さ
れ
た
感
覚
の
再
帰
性
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
同
様
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
状
況
の
了
解
」26
に
達
し
て
い
な
い
と
判
断
し

た
か
ら
だ
ろ
う
。

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
第
二
節
で
見
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
概
念
の
不
足
」
と
は
、「
構
成
の
両
義
性
」
を
伴
う
「
ヒ

ュ
レ
ー
的
与
件
」
の
不
在
と
し
て
理
解
し
う
る
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
が
、
知
性
と
直
観
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
的

認
識
論
（
も
ち
ろ
ん
単
純
な
二
項
対
立
で
は
な
い
）
の
な
か
に
は
、
す
な
わ
ち
「
主
観
と
客
観
が
合
致
す
る
純�

粋�

知
覚
か
ら
出
発
す

る
」27
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
認
識
論
に
は
決
し
て
正
当
な
位
置
づ
け
を
も
た
な
い
点
を
突
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
再
帰
的
感
覚
の
読
解
は
、
一
方
で
、『
全
体
性
と
無
限
』（
一
九
六
一
年
）
の
諸
分
析
、
特
に
「
享
受
（jouissance

）」
概
念

と
の
密
接
な
関
連
を
示
唆
す
る
。
事
実
、
享
受
が
備
え
る
依
存
的
自
存
と
い
う
両
義
性
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
生
じ
る
構
成
の
両
義
性

と
き
わ
め
て
近
い
特
徴
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
知
覚
論
に
見
出
す
こ
と
が
難
し
く
、
実
際
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
自
身
の
感
覚
論
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
参
照
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
感
覚
論
に
は
フ
ッ
サ
ー

ル
の
そ
れ
と
の
深
い
継
承
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

再
帰
的
感
覚
の
読
解
は
、
他
方
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
照
ら
し
出
す
。
第
一
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
、
空
間
構
成
に
つ
い
て
思
索
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
次
の
誘
惑
に
抵
抗
す
る
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
受
肉
の
志
向

性
の
背
後
に
、
純
粋
自
我
の
志
向
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
抗
い
が
た
い
誘
惑
」（ED

E
143

）
で
あ
る
。
実
際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
誘

惑
に
屈
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
批
判
し
た
が
、
こ
こ
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
そ
の
可
能
性
を
嗅
ぎ
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
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ナ
ス
は
局
所
化
を
免
れ
た
純
粋
自
我
へ
遡
行
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
あ
く
ま
で
も
「
心�

的�

な�

も�

の�

（le
m

ental

）
と

延�

長�

（l’étendu

）
と
の
両
義
性
」（H

S
164

）
の
次
元
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
志
向
性
と
形
而
上
学
」
論
文
に
お
い
て
、
ま
ず
体
験
か
ら
出
発
し
、
内
的
時
間
意
識
を
経
由
し
て
再
帰
的
感
覚
へ
と

記
述
を
進
め
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
到
達
点
と
し
た
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
「
純
粋
意

識
」
が
「
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
」
を
基
礎
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
り
、「
純
粋
自
我
」
が
「
心
的
自
我
」
を
基
礎
づ
け
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
逆
だ
か
ら
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
の
身
体
理
解
も
ま
さ
に
純
粋
自
我
へ
の
遡
行
に
抗
っ
た
次
元
で
動
い
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
あ
く
ま
で
「
感
覚
」
と
い
う
受
肉
し
た
意
識
に
定
位
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
第
三
節
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
「
自
分
を
生
き
る

（se
vivre

）」
に
独
自
の
再
定
式
化
を
施
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
志
向
性
と
感
覚
」
論
文
に
先
立
っ
て
、
論
文
「
現
象
学
的
『
技

術
』
に
つ
い
て
の
考
察
」（
一
九
五
九
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
「
自
分
を
生
き
る
」
を
別
の
再
帰
動
詞
表
現
に
置
き
換
え
て
い
る
。
そ
れ

が
「
状
況
づ
け
ら
れ
る
（se

situer

）〔
自
分
を
状
況
づ
け
る
〕」、
あ
る
い
は
「
自�

己�

を�

保�

持�

す�

る�

（se
tenir

）〔
と
ど
ま
る
〕」（ED

E

119

）
で
あ
る
。

『
全
体
性
と
無
限
』
の
自
我
論
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
、
こ
のse

tenir

と
い
う
再
帰
動
詞
は
、
も
は
や
『
直
観
理
論
』
の
体
験
概

念
が
依
拠
し
た
『
論
理
学
研
究
』
で
は
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
内
的
時
間
意
識
の
分
析
か
ら
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
を
前
提
に
し
た

自
己
感
覚
と
し
て
、
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、se

tenir
は
原
印
象
と
把
持
と
の
不
可
分
の
関
係
に
お
い
て
、
流
れ
る

「
今
（m

aitenant

）」
が
と
ど
ま
る
（se

tenant

）
仕
方
、
あ
る
い
は
「
自
己
を
把
持
す
る
（re-tenant

）」
仕
方
を
指
す
再
帰
動
詞
で
あ

る
。た

だ
し
、
そ
れ
は
内
的
時
間
意
識
で
あ
っ
て
、
局
所
化
さ
れ
た
感
覚
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、se

tenir

のse

に
は
、
時
間
的
な
意
味
は
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あ
っ
て
も
、
空
間
的
な
意
味
（「
身�

を
保
つ
」）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、『
実
存
の
発
見
』
の
諸
論

文
に
お
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
即
し
て
、
こ
のse

tenir

が
示
す
「
今
」
の
時
間
性
を
、
再
帰
的
感
覚
に
お
い
て
成
立
す
る
「
こ
こ
」

の
空
間
性
へ
と
直
結
さ
せ
た
う
え
で
、
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
は
問
題
化
せ
ず
、
い
ず
れ
も
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
と
し
て
一
括
的
に
理
解
し

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』（
一
九
四
七
年
）
で
は
、「
今
」
の
も
つ
空
間
的
含
意
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
は
時
間
意
識

の
流
れ
か
ら
も
、
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
持
続
か
ら
も
孤
絶
し
た
「
瞬
間
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
時
間
の
流
れ
の
諸

位
相
の
な
か
の
一
つ
で
は
な
く
、
他
の
瞬
間
と
比
較
し
え
な
い
特
権
的
な
瞬
間
、「
停
止
し
た
瞬
間
」（EE

126

）
で
あ
る
。
こ
の
時
間
と

断
絶
し
た
「
今
」
は
、
ま
さ
に
「
こ
こ
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（EE

117

）。「
こ
こ
」
の
成
立
が
「
意
識
の
局
所
化
（lo-

calisation

）」（EE
118

）
と
い
う
出
来
事
と
し
て
、se

poser

〔
自
己
を
定
位
す
る
〕
な
ど
、
空
間
的
含
意
を
も
つ
再
帰
動
詞
を
用
い
て

描
か
れ
、『
全
体
性
と
無
限
』
で
は
こ
れ
をse

tenir

と
表
現
す
る
。
こ
れ
ら
の
再
帰
動
詞
が
示
す
空
間
性
は
、
諸
対
象
が
属
す
る
客
観

的
空
間
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
身
体
性
を
示
す
「
場
所
（lieu

）」（EE
119

）
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

こ
の
「
場
所
」
と
の
関
係
は
、〈
そ
こ
〉
と
不
可
分
の
〈
こ
こ
〉
へ
の
拘
束
で
は
な
く
、〈
そ
こ
〉
と
は
相
容
れ
な
い
〈
こ
こ
〉
へ
の
拘

束
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
拘
束
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
お
け
る
拘
束
性
以
上
に
そ
の
受
動
性
が
強
調
さ
れ
、「
自
己
へ
の
繋
縛
（en-

chaînem
ent

）」（EE
149

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
のse

tenir

は
、
再
帰
的
感
覚
の
受
動
的
性
格
、

ま
た
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
も
つ
「
質
料
性
（m

atérialité

）」
の
重
荷
的
性
格
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
上
に
強
調
し
た
、
あ
る
い
は
「
誇
張
し

た
」
次
元
で
成
立
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
自
己
へ
の
繋
縛
に
お
い
て
は
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
が
備
え
て
い
た
〈
私
は
で
き
る
〉
の
能
動
性
は
徐
々
に
剥

ぎ
取
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
「
超
越
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
」（ED

E
160

）
と
す
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
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に
と
っ
て
、
超
越
は
究
極
的
に
は
「
能
動
的
主
体
（sujet

actif

）
な
き
意
識
」（ED

E
223

）
か
ら
産
み
出
さ
れ
る
。
そ
の
内
実
は
、
自

我
を
繋
縛
す
る
質
料
性
の
異
他
的
性
格
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
あ
る
「
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
」
へ
と
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
明
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
確
か
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
再
び
交
差
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
底
に
あ
る
身
体
理
解
が
異

な
る
以
上
、
こ
の
他
者
概
念
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
他
者
と
は
異
な
り
、
ま
た
そ
こ
に
い
か
な
る
能
動
性
も
介
在
し
な
い
以
上
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
他
我
と
も
異
な
る
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
他
性
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
。

小

括

以
上
、
本
稿
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
と
対
立
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
再
帰
的
感
覚
の
分
析

を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
解
に
即
し
て
、
詳
細
に
追
跡
し
て
き
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
背
景
に
見
出
さ
れ
た
の
は
、
体
験
か
ら
感
覚
、
さ

ら
に
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
で
照
ら
し
出
さ
れ
た
、
身
体
と
の
根
源
的
な
結
合
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
世
界
へ
の
拘
束

性
で
あ
る
。
こ
う
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
感
覚
論
の
解
釈
を
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
と
い
う
長
大
な
迂
路
を
経
て
初
め

て
、「
事
象
か
ら
離
れ
た
」
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
概
念
の
不
足
」
の
真
の
内
実
が
十
全
に
把
握
さ
れ
る
と
同
時
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
フ
ッ
サ

ー
ル
、
両
者
の
感
覚
論
の
重
要
な
連
関
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
以
上
の
結
論
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
側
か
ら
反
論
す
る
余
地
は
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
受
肉
の
志
向
性
」
の
背
景
に
あ

る
「
原
印
象
」
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
肉
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
も
認
め
て
は
い
る
（EN

101-

102

）。
こ
の
点
は
さ
ら
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
身
体
概
念
や
感
覚
概
念
の
差
異
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
を
必
要
と
す
る
だ
ろ

う
28
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
身
体
論
と
対
比
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
身
体
論
を
批
判
す
る
と
い
う
手
法
は
、
す
で
に
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
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に
よ
っ
て
『
知
覚
の
現
象
学
』（
一
九
四
五
年
）
の
な
か
で
実
行
さ
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
29
。

最
後
の
点
に
関
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
先
立
っ
て
、
一
九
三
二
年
の
段
階
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
読
解
に
よ
っ

て
、
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
に
関
わ
る
感
覚
論
の
基
本
的
視
座
を
獲
得
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。
そ
れ
は
、
後
に

『
実
存
の
発
見
』
に
そ
の
縮
約
版
が
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
論
考
「
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
存
在
論
」（
一
九
三
二
年
）30
に
見

出
さ
れ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
情
態
性
（B

efindlichkeit

）
概
念
を
通
し
て
、
す
で
に
再
帰
的
感
覚
の
原
型
と
な
る
問

題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
を
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
、
再
帰
的
感
覚
の
問
題
の
背
後
に
あ
る
、
一
層
根
源
的
な
問
題

が
垣
間
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
存
在
論
的
差
異
の
問
題
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
後
に
『
他
者
の
ユ
マ
ニ
ス
ム
』（
一
九
七
二
年
）

に
お
い
て
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
私�

の
身
体
が
、「〈
存
在
〉
の
『
代
理
人
』（« délégué »

de
l’Être

）」（H
A

H
28

）
で

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
情
態
性
、
感
覚
の
再
帰
的
性
格
と
存
在
の
再
帰
的
性
格
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
に
と
っ
て
地
続
き
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
対
比
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
評
価
し
、
存
在
論
の
中
心
点
へ
と
接
近
し
て
い
く
、
こ
の
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
凡
例
】

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
、
文
中
に
略
号
と
頁
数
を
直
接
挿
入
す
る
。
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
引
用
に
際
し

て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana

）
に
よ
り
、
略
号
（H

ua

）
を
用
い
て
文
中
に
直
接
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
ぺ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア

数
字
で
挿
入
す
る
。
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Em
annuelLevinas

TH
I:
Théorie

de
l’intuition

dans
la
phénom

énologie
de
H
usserl,

Paris,V
rin,7

eédition,1994
[1930].

EE
:
D
e
l’existence

à
l’existant,

Paris,V
rin,1963

[1947].

TA
:
Le
tem
ps
etl’autre,

Paris,PU
F,1983

[1948].

ED
E

:
En
découvrantl’existence

avec
H
usserletH

eidegger,
Paris,V

rin,2
eédition,1967.

D
M

T
:
D
ieu,la

m
ortetle

tem
ps,

Paris,G
rasset,1976.

H
A

H
:
H
um
anism

e
de
l’autre

hom
m
e,

M
onpellier,Fata

M
organa,1972.

D
Q

V
I:
D
e
D
ieu
quivientà

l’idée,
Paris,V

rin,1982.

EI:
Éthique

etinfini,
Paris,Fayard,1982.

TEI:
Transcendance

etintelligibilité,
G

enève,Labor
etFides,1984.

H
S

:
H
ors

sujet,
M

onpellier,Fata
M

organa,1987.

EN
:
Entre

nous:
essais

sur
le
penseràl’autre,

Paris,G
rasset,1991.

C
C

:
Œ
uvres

1,C
arnets

de
captivité

etautres
inédits,

Paris,B
ernard

G
rasset/IM

EC
,2009.

PS
:
Œ
uvres

2,Parole
etSilence

etautres
conférences

inédites
au
C
ollège

philosophiques,
Paris,B

ernard
G

rasset/IM
EC

,2009.

注⑴

« H
om

m
age

à
B

ergson »,in
C

C
,pp.217-219.

な
お
、
表
題
は
編
者
に
よ
る
。

⑵

例
え
ば
、
以
下
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
精
神
と
物
質
を
媒
介
す
る
「
行
為
（action

）」
と
い
う
本
稿
の
問
題
と
近
い
論
点
に

言
及
し
て
い
る
が
、
踏
み
込
ん
だ
分
析
は
な
い
。C

f.J.-L.V
ieillard-B

aron,« Levinas
etB

ergson »,in
Revue

philosophique
de
la
Frace

et
de
l’étranger,

2010/4,tom
e

135,pp.455-478.

⑶

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
内
的
時
間
意
識
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ネ
（R

.B
ernet

）
を
筆
頭
に
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
以
下

が
重
要
な
分
析
を
提
示
し
て
い
る
。C

f.J.-F.C
ourtine, « D

éform
aliser

la
notion

du
tem

ps »,in
Levinas,la

tram
e
logique

de
l’être,

Paris,

H
erm

ann,2012,pp.73-111.

な
お
、
同
論
文
は
加
筆
さ
れ
て
、
近
年
以
下
に
再
録
さ
れ
た
。C

f.J.F.C
ourtine,« Levinas

lecteur
des

Leçons
sur

la
conscience

intim
e
du
tem
ps »,in

J.B
enoist

(éd),La
conscience

du
tem
ps,Autours

des
Leçons

sur
le

tem
ps
de
H
usserl,

Paris,
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V
rin,2018,pp.117-135.

⑷

数
少
な
い
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
解
釈
の
研
究
と
し
て
、
以
下
の
研
究
は
、
そ
れ
に
割
か
れ
た
紙
幅
は
わ
ず
か
だ
が
、
今
日
で
も
貴

重
な
考
察
を
提
供
し
て
い
る
。C

f.

山
形
賴
洋
『
感
情
の
自
然
』
第
五
章
第
五
節
「
原
印
象
と
他
者
」、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
、
一
八

二
│
一
九
二
頁
。

⑸

B
ergson,Éssaisur

les
données

im
m
édiates

de
la
conscience,

Paris,PU
F,Q

uadrige,2013[1889],p.144.

⑹

Ibid.,
p.116.

⑺

B
ergson,L’évolution

créatrice,
Paris,PU

F,Q
uadrige,2016[1907],p.6.

⑻

Ibid.,
p.29.

⑼

B
ergson,Les

deux
sources

de
la
m
orale

etde
la
religion,

Paris,PU
F,Q

uadrige,2013[1932],p.97.

⑽

C
f.EN

196,
220

;
C

onversation
(1992-1994),

in
Entretiens

avec
Em
m
anuel

Levinas
19831994,

Paris,
Le

Livre
de

Poche,
2006,

p.

44.

⑾

な
お
、
同
年
の
講
演
「
権
力
と
起
源
」
に
も
同
じ
文
言
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。C

f.PS,p.112.

⑿

cf.B
ergson,M

atière
etm

ém
oire,

PU
F,Q

uadrige,2010[1896],pp.246-251.

⒀

こ
の
一
文
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
持
続
を
生
き
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
（on

ne
peutque

vivre
cette

durée

）」
と
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
表
現
を

想
起
さ
せ
る
。C

f.B
ergson,Éssaisur

les
données

im
m
édiates

de
la
conscience,op.cit.,

p.149.

⒁

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、Em

pfindnis

の
訳
語
と
し
て
、
そ
の
両
義
性
を
維
持
し
な
が
ら
、sentir

の
動
詞
的
意
味
を
残
し
た
名
詞
表
現
と
し
て
、sen-

tance

を
提
起
し
て
い
る
（ED

E
157

）。
な
お
、
邦
訳
に
採
用
さ
れ
た
「
再
帰
的
感
覚
」
と
い
う
訳
語
は
、
以
上
の
含
意
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
。

C
f.

フ
ッ
サ
ー
ル
『
イ
デ
ー
ン

Ⅱ
―

Ⅰ
』
立
松
弘
孝
・
別
所
良
美
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
三
頁
。
ま
た
「
感
覚
感
」
と
い
う
訳

語
も
同
様
で
あ
る
。C

f.

山
形
賴
洋
『
声
と
運
動
と
他
者
』
萌
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一
頁
。

⒂

な
お
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
触
覚
論
に
見
ら
れ
る
身
体
論
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。C

f.J.-L.C
hrétien,L’appeletla

réponse,
C

hapitre
IV

« Le
corps

etle
toucher »,Paris,Les

Éditions
de

M
inuit,1992.

⒃

感
覚
態
と
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
違
い
は
、
右
手
と
左
手
等
、
触
覚
の
二
重
感
覚
の
有
無
で
あ
る
。
た
だ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
こ
の
両
者
の
相
違

は
重
視
さ
れ
な
い
。

⒄

な
お
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
はchair

とcorps

と
の
訳
し
分
け
が
な
い
。
彼
は
〈
こ
こ
〉
の
「
身
体
（Leib

/
chair

）」
と
、
客
観
的
に
把
握
可
能
な
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〈
そ
こ
〉
の
「
物
体
的
身
体
（K

örper
/

corps

）」
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
特
段
の
注
意
を
向
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ク
は
、

こ
の
身
体
の
空
間
性
が
、
物
体
的
身
体
の
空
間
性
の
手
前
に
位
置
す
る
以
上
、
身
体
は
「
非
空
間
的
」
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
非
空

間
的
「
身
体
」
が
、
い
か
に
空
間
的
な
「
物
体
的
身
体
」
を
構
成
し
う
る
の
か
と
い
う
「
身
体
の
物
体
化
（incorporation

de
la

chair

）」
の
問

題
が
剔
抉
さ
れ
る
。C

f.D
.Franck,C

hair
etcorps,Sur

la
phénom

énologie
de
H
usserl,

X
II « L’ici

et
le
là »,Paris,Les

Éditions
de

M
inuit,1981,pp.139-149.

⒅
「
し
た
が
っ
て
、
身
体
の
感
覚
性
（Em

pfindsam
keit

）〔
感
受
性
〕
は
、
徹
頭
徹
尾
『
条
件
的
』
あ
る
い
は
心
理
物
理
的
特
性
と
し
て
構
成
さ
れ

る
」（H

ua
V

I,155

）。

⒆

な
お
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
心
」（
つ
ま
り
受
肉
し
た
意
識
）
が
依
存
す
る
「
状
況
（U

m
stand

）」
と
し
て
、
物
理
的
自
然
、
自
分
自
身
の
過
去
の

諸
体
験
、
他
の
主
観
を
挙
げ
る
（H

ua
V

I,135-136

）。

⒇
『
直
観
理
論
』
に
お
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
関
わ
る
志
向
性
に
つ
い
て
、
そ
の
重
要
性
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「〔
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
関
わ
る
〕
こ
の
〔
時
間
〕
意
識
固
有
の
一
層
深
い
志
向
性
に
つ
い
て
は
本
研
究
で
は
除
外
し
た
」

（TH
I78

）。

21

C
f.M

.M
erleau-Ponty,Phénom

énologie
de
la
perception,

Paris,G
allim

ard,1945,p.452.

22

問
題
と
な
っ
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
草
稿
は
次
の
草
稿
で
あ
る
。C

f.E.H
usserl,“N

otizen
zur

R
aum

konstitution”,in
Philosophy

and
Phe

nom
enologicalResearch,

V
ol.1,1940,N

o.1,p.21-37.

23
「
感
覚
す
る
自
我
」
に
関
す
る
重
要
な
分
析
を
残
し
な
が
ら
「
思
惟
す
る
自
我
」
に
固
執
し
続
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

C
f.

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
『
現
象
学
の
道
』（
第
七
章
）
山
崎
庸
佑
ほ
か
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
八
〇
年
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
知
り
え
な
か
っ
た
ヒ

ュ
レ
ー
論
の
深
部
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。C

f.

リ
ー
『
本
能
の
現
象
学
』（
第
二
部
）
中
村
拓
也
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
七
年
。

24

B
ergson,Éssaisur

les
données

im
m
édiates

de
la
conscience,op.cit.,

p.127.

25

な
お
、
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
」
に
は
、
飛
躍
す
る
際
の
「
踏
切
板
（trem

plin

）」
の
よ
う
な
物
質
と
の
結
び
つ
き
が
不
可
分
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
れ
が
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
」
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。C

f.H
.Fujita,« Le

trem
plin

et
la

table.La
m

aterialité

chez
B

ergson
et

Levinas »,
in
Annales

bergsoniennes
IV,

L’Évolution
créatrice

19072007
:
épistém

ologie
et
m
étaphysique,

Paris,

PU
F,2008,pp.269-283.

26

C
f.M

erleau-Ponty,op.cit.,
pp.75-76.
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27

B
ergson,M

atière
etm

ém
oire,op

cit.,
p.248.

強
調
は
引
用
者
。

28

数
あ
る
比
較
研
究
の
う
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
側
に
立
っ
た
重
要
な
研
究
と
し
て
は
、
以
下
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。C

f.R
.B

arbaras,« Le

problèm
e

de
l’expérience

:
proxim

ité
ou

corrélation ? B
ergson

et
la

phénom
énologie

»,
in
Vie

et
intentionnalité,

Recherches
phénom

énologiques,
Paris,V

rin,2003,pp.27-41.

そ
こ
で
は
、
両
者
の
経
験
理
解
の
違
い
、
特
に
意
識
と
対
象
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
隔
た

り
（distance

）」
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
違
い
が
指
摘
さ
れ
る
（p.31.

）。
な
お
、
以
下
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
的
時
間
意
識
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
運
動
的
記
憶
と
の
接
点
に
つ
い
て
、
細
部
に
踏
み
込
ん
で
比
較
し
て
い
る
。C

f.

山
形
賴
洋
『
声
と
運
動
と
他
者
』
第
三
章
「
時
間
意
識
と
行

為
（
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
）
│
│
表
象
的
反
復V

ergegenw
ärtigung

に
対
す
る
行
為
的
反
復
（
習
慣
）
│
│
」、
前
掲
書
、
三
七
│
五
七
頁
。

29

メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
た
と
え
「
感
覚‐

運
動
過
程
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
「
世
界
へ
の
意
識
の
参
入
」
に
肉
迫
し

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
身
体
は
依
然
と
し
て
「
客
観
的
身
体
（corps

objectif

）」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。C

f. M
.M

erleau

-Ponty,op.cit.,
pp.93-94,note.2.

30

Levinas,« M
artin

H
eidegger

et
l’ontologie »,in

Revue
philosophique

de
la
France

etde
l’étranger,

C
X

III,n°5-6,m
ai-juin

1932,
pp.

395-431.
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