
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
お
け
る
基
底
の
問
題

田

中

優

一

は

じ

め

に

本
研
究
の
目
的
は
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
（1903-85

）
が
、『
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
に
お
け
る
意
識
の
オ
デ
ュ

ッ
セ
イ
ア
』（1931

）
に
お
い
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
・
Ｆ
．
Ｗ
．
Ｊ
．（1775-1854

）
の
基
底
概
念
を
瞬
間
の
概
念
と
し
て
定
義
し
直
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
⑴
。

第
一
節

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
基
底

第
一
節
で
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
基
底
概
念
に
着
目
す
る
こ
と
で
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
を
生
成
の
哲
学
、
す

な
わ
ち
、
基
底
が
可
能
的
な
も
の
と
事
実
的
な
も
の
の
あ
い
だ
で
往
来
運
動
す
る
こ
と
の
哲
学
と
し
て
捉
え
た
こ
と
を
述
べ
た
い
⑵
。
な

お
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
シ
ェ
リ
ン
グ
解
釈
に
お
い
て
基
底
は
、
過
去
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
現
に
あ
る
の
で
、
現
在

を
そ
の
現
在
に
先
立
つ
基
底
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
が
現
在
を
基
底
に
し
て
い
る
と
思
惟
し
て
い
て
も
、
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思
惟
す
る
あ
い
だ
に
現
在
は
過
去
に
退
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
基
底
は
、
思
惟
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
ィ
ッ
チ
自
身
は
、
基
底
を
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
生
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
底
を
過
去
の
み
な
ら
ず
今
の
瞬
間
に
ま
で
拡

大
す
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
二
年
と
一
八
四
五
年
の
講
義
録
『
神
話
学
の
哲
学
へ
の
導
入
』
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
基
底

概
念
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な
主
張
、
す
な
わ
ち
、「
基
底
（G

rund

）
は
、
存
在
（Etre

）
の
充
足
理
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
存

在
（Etre

）
は
、
む
し
ろ
基
底
の
限
定
理
由
で
あ
る
」（O

D
,32

）
と
い
う
主
張
を
認
め
な
い
⑶
。
理
由
は
、
三
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
目
は
、

基
底
は
静
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
基
底
は
、
存
在
の
根
拠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
論
理
的
な
理
由
で
は
な
い
。
二

つ
目
は
、
基
底
が
そ
れ
を
基
底
と
す
る
も
の
よ
り
先
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
過
去
で
あ
る
こ
と
は
、
基
底
が
過
去
に
存
在
し
た
こ
と

で
は
な
く
、
基
底
が
過
去
と
し
て
現
在
に
関
わ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
基
底
そ
れ
自
身
は
、
過
去
で

は
な
く
、
現
在
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
基
底
が
存
在
の
限
定
理
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
存
在
が
基
底
の
限
定
理
由
で
あ
る
と
は
、
原

因
の
存
在
が
基
底
に
先
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
因
の
存
在
の
実
在
性
は
、
基
底
の
実
在
性
よ
り
優
勝
的
か
、
少
な
く
と
も
同
じ

ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
過
去
の
存
在
が
、
現
在
の
基
底
を
決
定
し
、
さ
ら
に
は
現
在
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ

が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
基
底
が
存
在
の
限
定
理
由
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
存
在
の
展
開
で
あ
る
「
生
成
」
に
お
い
て
絶
対
的
な
理
由

は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
過
去
が
な
け
れ
ば
現
在
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
現
在
が
過
去
を
土
台
に
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
生
成
の
哲
学
は
、
原
因
か
ら
結
果
へ
と
降
下
す
る
原
因
優
位
の
理
性
の
哲
学
で
は

な
く
、
結
果
の
基
底
、
つ
ま
り
現
在
の
基
底
か
ら
原
因
の
基
底
、
つ
ま
り
過
去
の
基
底
へ
と
上
昇
す
る
「《
啓
示
（O

ffenbarung

）》」
の

哲
学
で
あ
る
。
現
在
が
な
け
れ
ば
過
去
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
過
去
が
な
け
れ
ば
現
在
は
な
い
、
と
矛
盾
し
な
い
か
。
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そ
う
で
は
な
い
。
現
在
も
過
去
も
ひ
と
つ
の
存
在
の
同
じ
基
底
だ
か
ら
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
過
去
を
土
台
に
し
て
現
在
を
生
き
て
い

る
わ
れ
わ
れ
が
自
己
自
身
の
事
象
を
分
析
す
る
方
法
と
し
て
、
現
在
か
ら
そ
の
過
去
へ
向
か
う
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
向
か

う
と
は
い
っ
て
も
、
現
在
は
現
在
の
現
在
で
あ
り
、
過
去
は
過
去
の
現
在
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
、
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
へ
一
方
向

的
に
移
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
の
重
層
で
あ
る
基
底
を
現
在
か
ら
過
去
へ
、
そ
し
て
そ
の
過
去
か
ら
現
在
へ
と
生
き
る
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
何
か
を
反
省
し
、
何
か
を
改
め
る
。
現
在
が
過
去
を
照
ら
し
な
が
ら
も
、
逆
に
そ
れ
と
同
時
に
過
去
は
、
現

在
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。

で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
存
在
が
そ
れ
自
身
の
基
底
の
過
去
と
現
在
を
単
に
自
己
回
帰
す
る
こ
と
を
言
い
た
い
の
か
。
そ
う
で
は
な

い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
こ
れ
か
ら
こ
の
原
理
は
、
質
料
、
器
官
、
つ
ま
り
、
後
の
形
の
条
件
に
な
る
だ

ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
原
理
は
、
展
開
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
し
、
そ
の
犠
牲
者
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
」（op.cit.

）。
基
底

が
同
一
の
基
底
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
川
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
生
成
の
す
べ
て
の
段
階
で
の
同
一
の
基
底
な
の
で
は
な

い
。
次
か
ら
次
へ
と
基
底
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
過
去
へ
と
後
退
し
て
い
く
。
基
底
が
な
け
れ
ば
、
生
成
は
成
立
し
な
い
の
だ
が
、

ひ
と
つ
の
同
じ
基
底
が
現
在
に
留
ま
る
こ
と
は
、
逆
に
生
成
を
妨
げ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
底
は
、「
展
開
の
主
導
権
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、

「
展
開
」
の
「
犠
牲
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
存
在
に
過
去
、
現
在
に
加
え
、
未
来
と
い
う
時
間
の
様
相
を
産
出
す

る
の
で
あ
る
。

既
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
端
緒
の
作
品
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
実
践
を
考
察
し
た
『
人
間
の
自
由
の
本
質
に
つ
い
て

の
哲
学
的
探
究
』（
一
八
〇
九
）
に
お
い
て
、
二
つ
以
上
の
存
在
者
の
相
等
化
の
反
復
で
あ
る
存
在
の
論
理
的
な
展
開
で
は
な
く
て
存
在

の
創
造
的
な
展
開
を
論
じ
て
い
る
⑷
。
そ
れ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
示
す
よ
う
に
、
主
語
と
述
語
の
同
定
で
あ
る
存
在
の
同
一
性
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
存
在
の
同
一
性
を
判
断
に
お
け
る
主
語
と
述
語
の
同
定
に
限
定
し
て
い
る
の
で
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は
な
い
⑸
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
存
在
の
自
己
展
開
の
生
成
を
探
求
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
主
語
と
述
語
の
関
係
、
つ
ま

り
、「
述
語
化
」
を
「
歴
史
的
に
」
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
歴
史
的
」
な
「
述
語
化
」
に
お
い
て
は
、「
本
質
か
ら

存
在
へ
の
移
行
」、「
論
理
的
な
も
の
か
ら
事
実
的
な
も
の
へ
の
移
行
」
が
重
要
と
な
る
。
ニ
ワ
ト
リ
を
例
に
考
え
よ
う
。

「
…
と
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
本
質
主
義
の
立
場
で
は
、
ニ
ワ
ト
リ
の
本
質
は
、
成
長
し
た
未
来
の
ニ
ワ
ト
リ
で
現
在
の
卵
の
ニ
ワ
ト

リ
で
は
な
い
。
ま
た
、
ヒ
ナ
の
ニ
ワ
ト
リ
も
ニ
ワ
ト
リ
の
本
質
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ニ
ワ
ト
リ
の
本
質
は
、
未
来
に
お
い
て
実
現
す

る
と
は
い
っ
て
も
、
無
時
間
的
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
本
質
に
代
わ
る
も
の
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
人
間
存
在
や
生
物
に
は
、
無
時
間
的
で
は
な
い
過
去
と
し
て
の
「
基
底
」
が
存
在
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る

ほ
ど
、
主
語
で
あ
る
「
私
」
は
、
既
に
「
統
一
性
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
、「
主
語
の
概
念
」
と
無
関
係
で
は
な
い
述
語
と
そ
れ
を
結
び

付
け
る
が
、「
主
語
の
そ
の
概
念
と
の
隔
た
り
は
、
も
の
の
そ
の
概
念
と
の
隔
た
り
と
同
じ
く
ら
い
大
き
い
」（O

D
,36

）。
主
語
は
、
事

実
的
だ
が
そ
の
概
念
は
、
可
能
的
で
あ
り
、
同
様
に
、
も
の
は
、
事
実
的
だ
が
そ
の
概
念
は
、
可
能
的
で
あ
る
。
主
語
に
せ
よ
、
も
の
に

せ
よ
、
そ
の
概
念
が
可
能
的
な
ま
ま
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
言
葉
や
論
理
、
つ
ま
り
、
論
理
的
な
本
質
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、「
論
理
的
な
も
の
か
ら
事
実
的
な
も
の
へ
の
移
行
」
の
た
め
に
は
、
つ
ま
り
、「
隔
た
り
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
事
実
的
な

運
動
が
必
要
で
あ
る
」（Ibid.

）。

判
断
に
お
い
て
は
、「
繋
辞
」
の
存
在
に
よ
っ
て
主
語
と
述
語
の
同
一
化
が
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、

シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
、「
繋
辞
」
に
先
立
つ
存
在
が
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
そ

こ
か
ら
相�

対�

的�

に�

独
立
し
て
い
る
「
生
け
る
有
機
体
」
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「
有
機
体
」
に
お
い
て
「
可
能
的
な
も
の
」
は
、
主
語
で

あ
る
「
有
機
体
」
が
持
っ
て
い
る
無
限
の
可
能
性
で
あ
り
、「
事
実
的
な
も
の
」
は
、
こ
の
有
機
体
な
の
で
あ
る
⑹
。
し
か
も
こ
の
有
機

体
は
、
過
去
を
前
提
と
す
る
の
で
、
展
開
し
て
い
く
な
か
で
、
原
因
が
結
果
に
な
り
結
果
が
原
因
に
な
る
…
…
を
繰
り
返
す
。
そ
れ
ゆ
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え
、
有
機
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
有
機
体
の
述
語
に
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
有
機
体
の
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

事
実
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
基
底
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
可
能
的
な
も
の
か
ら
事
実
的
な
も
の
へ
の

移
行
を
一
方
向
的
で
は
な
く
二
つ
の
双
方
向
的
な
、
つ
ま
り
可
逆
的
な
運
動
と
し
て
捉
え
た
と
考
え
る
。

第
二
節

基
底

第
二
節
で
は
、
ど
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
生
成
の
哲
学
の
基
底
概
念
を
発
展
さ
せ
た
か
を
論
じ
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
基
底
は
、「
二
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
を
持
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、「
有
機

体
の
あ
ら
ゆ
る
未
来
が
、
基
底
に
お
い
て
暗
黙
の
う
ち
に
前
も
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
」（O

D
,40

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑺
。
つ
ま
り
、

「
胚
は
、
将
来
の
無
言
の
約
束
で
あ
る
」（O

D
,41

）。
も
う
ひ
と
つ
は
、「
基
底
が
展
開
の
反
対
物
で
あ
る
」（O

D
,40

）
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
約
束
﹇
将
来
が
行
っ
た
無
言
の
約
束
﹈
は
、
そ
れ
が
け
っ
し
て
守
ら
れ
な
い
こ
と
を
ま
さ
に
望
ん
で
い
る
だ
ろ
う
」

（O
D

,41

）。
な
る
ほ
ど
、
時
間
の
時
間
化
、
つ
ま
り
「
生
成
」
は
、
胚
で
あ
る
基
底
が
未
来
に
お
い
て
事
実
化
す
る
こ
と
を
強
い
る
が
、

胚
で
あ
る
基
底
は
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
事
実
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
要
す
る
に
、
基
底
は
、「
生
成
」
の
一
部
で
あ
る
が
、
同
時
に

「
生
成
」
に
対
す
る
「
抵
抗
」
で
あ
る
。
基
底
が
「
生
成
」
に
対
し
て
「
抵
抗
」
な
の
は
、
現
在
の
「
胚
」
が
未
来
に
お
い
て
別
な
も
の
、

少
な
く
と
も
そ
れ
と
同
一
で
は
な
い
も
の
に
変
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
底
は
、
生
成
の
一
部
や
「
抵
抗
」
で
あ
る
が
、
生
成

の
根
拠
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
基
底
は
、
生
成
の
「
内
的
な
ば
ね
」
だ
か
ら
で
あ
る
。「
内
的
な
ば
ね
」
と
は
、「
は
な
は
だ
し
く
不
均

衡
」
で
あ
り
、「
生
成
に
そ
の
存
在
根
拠
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
か
り
そ
め
で
不
十
分
な
何
か
」
で
あ
る
。
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で
は
、
基
底
の
三
つ
の
様
相
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、「
生
成
」、「
抵
抗
」、
根
拠
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
の
か
。
ジ
ャ
ン

ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
基
底
は
、
絶
え
ず
生
成
を
続
け
さ
せ
る
（cf.,O

D
,40

）、
つ
ま
り
、
基
底
は
、
い
つ
も
生
成
を
基
礎
付
け
る
と
い

う
主
張
を
第
一
と
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
基
底
は
、
諸
々
の
力
の
最
大
の
張
り
を
示
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、﹇
諸
々
の
力

の
﹈
不
安
定
性
を
示
す
。
基
底
は
、
圧
縮
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
力
が
自
由
に
開
花
す
る
の
を
可
能
に
す
る
修
復
プ
ロ
セ
ス
を
実
際
に
始
め

る
」（O

D
,40

）。

な
ぜ
「
修
復
プ
ロ
セ
ス
」
な
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
基
底
が
、
過
去
に
な
る
の
と
は
逆
に
、
こ
の
場
合
、
基
底
が
、
現
在
を
肯
定

す
る
か
ら
で
あ
る
。「
圧
縮
さ
れ
て
い
る
諸
々
の
力
」
で
あ
る
諸
瞬
間
は
、
現
在
で
あ
る
。
基
底
は
、
今
度
は
、
瞬
間
を
そ
れ
ぞ
れ
自
由

に
出
現
さ
せ
現
在
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
瞬
間
の
「
抵
抗
」
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
運
動
は
運
動
の
否
定
と
と
も
に
始
ま
る
。

す
な
わ
ち
、
休
息
は
、
運
動
の
《
基
底
》
で
あ
る
」（O

D
,41

）。

こ
こ
で
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
一
線
を
画
す
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、「
持
続
を
無
益
な
も
の
す
る
よ
う

な
あ
ら
ゆ
る
叙
述
の
論
理
」（O

D
,35

）
を
批
判
し
て
い
な
が
ら
も
、
持
続
が
瞬
間
の
非
連
続
の
連
続
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
論
じ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
瞬
間
の
生
成
消
滅
と
は
、
こ
の
「
運
動
の
《
基
底
》」
の
二
重
性
で
あ
る
。
瞬

間
の
消
滅
と
は
、
こ
の
瞬
間
が
、
そ
し
て
現
在
が
過
去
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
未
来
が
可
能
的
な
も
の
か
ら
事
実
的
な
も
の
に

な
る
こ
と
に
至
る
。
一
方
、
瞬
間
の
生
成
と
は
、
こ
の
瞬
間
が
無
か
ら
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
瞬
間
は
過
去
化
と
は
無
関
係
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
瞬
間
の
生
成
は
、「
生
成
」
の
「
否
定
」、
つ
ま
り
「
運
動
の
否
定
」
で
あ
る
。
瞬
間
は
、「
休
息
」、
す
な
わ
ち
、「
運

動
」
の
中
断
な
の
で
あ
る
。

彼
は
、
こ
の
よ
う
な
運
動
の
基
底
の
二
重
性
に
基
底
の
二
つ
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
持
続
と
瞬
間
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
過
去
を
前
提
と
す
る
「
展
開
」
と
そ
う
し
た
「
展
開
」
の
「
否
定
」
の
「
無
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
言
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う
。「
線
は
、
点
で
始
ま
る
。
点
と
は
、
単
数
性
に
よ
る
線
と
数
の
連
続
の
否
定
で
あ
り
、
多
数
性
を
否
定
す
る
」（O

D
,41

）。「
線
」、

「
多
数
性
」
は
、
持
続
、
持
続
性
で
あ
り
、「
点
」、「
単
数
性
」
は
、
瞬
間
、
瞬
間
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
先
に
明
ら
か
に
な
っ
た
基
底
の
三
つ
の
様
相
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
生

成
」
の
基
底
、「
抵
抗
」
の
基
底
、
根
拠
の
基
底
は
い
ず
れ
も
瞬
間
だ
か
ら
で
あ
る
。「
線
は
、
点
で
始
ま
る
」
と
は
、
持
続
は
瞬
間
で
始

ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
持
続
に
対
す
る
瞬
間
の
優
位
で
あ
っ
て
⑻
、
最
初
の
瞬
間
が
持
続
の
「
全
体
」
を
決

定
す
る
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
持
続
と
瞬
間
の
関
係
を
事
象
の
両
義
性
、
す
な
わ
ち
、「
学
問
」
と

「
打
ち
破
ら
れ
る
無
知
」、「
意
志
」
と
「
拒
否
」、「
調
和
」
と
「
不
調
和
」、「
喜
び
」
と
「
乗
り
越
え
ら
れ
る
悲
し
み
」
の
関
係
で
説
明

す
る
。
順
々
に
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、「
学
問
」
と
「
打
ち
破
ら
れ
る
無
知
」
で
あ
る
。
学
問
は
、
長
年
の
知
の
蓄
積
だ
が
、
新
し
い
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
無
知
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
は
、
無
知
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
。
次
に
、「
意
志
」
と
「
拒
否
」
で
あ
る
。
意
志
は
、
何
か
を
強
く
絶
え

間
な
く
望
む
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外
の
も
の
を
す
べ
て
絶
え
ず
退
け
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
拒
否
の
意
志
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
、
何
か
を
絶
え
ず
拒
否
す
る
以
外
の
こ
と
を
絶
え
ず
退
け
る
。
さ
ら
に
、「
調
和
」
と
「
不
調
和
」
で
あ
る
。
調
和
は
、
諸
部
分
の

集
ま
り
の
調
和
だ
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
部
分
そ
れ
自
身
は
、
調
和
で
は
な
く
、
不
調
和
で
あ
る
。
例
え
ば
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
、
調
和
で

あ
る
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
は
、
不
調
和
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
音
が
（
い
つ
か
は
）
消
え
て
い
く
か
ら
こ
そ
、
音

の
調
和
は
成
立
す
る
。
そ
し
て
、「
喜
び
」
と
「
乗
り
越
え
ら
れ
る
悲
し
み
」
で
あ
る
。
喜
び
は
、
ひ
と
に
さ
ま
ざ
ま
に
訪
れ
る
悲
し
み

に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
悲
し
み
は
、
消
え
な
い
が
、
時
の
経
過
に
よ
っ
て
薄
ら
ぐ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
ひ
と
は
、
喜
び

を
取
り
戻
す
。
と
い
う
の
も
、
時
の
経
過
は
、
忘
却
を
も
た
ら
し
、
喜
び
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
同
一
性
に
は
、
そ
れ
が
否
定
す
る
差
異
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
（cf.,O

D
,41

）、
と
述
べ
て
い
る
が
、

― ２４５ ― ジャンケレヴィッチにおける基底の問題



こ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
持
続
と
瞬
間
の
関
係
に
も
妥
当
す
る
。
彼
に
と
っ
て
、
同
一
性
と
は
、
過
去
│
現
在
│
未
来
の
持
続
で
あ
り
、

差
異
と
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
瞬
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
関
係
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
彼
は
、
そ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
基
底
に
着
目
し
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
基
底
、
つ
ま
り
、
被
造
物
と

神
自
身
の
現
実
性
（actualité

）
が
産
ま
れ
る
存
在
の
こ
の
暗
い
実
験
室
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
ま
さ
し
く
本
来
的
に
両
生
体
系
（am

phi-

bolique

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヤ
コ
ブ
・
ベ
ー
メ
の
《
無
基
底
》
の
よ
う
に
、
全
体
（Tout

）
な
の
は
、
無
（R

ien

）
で
あ
る
」（O

D
,

40

）。「
存
在
」
と
は
、「
瞬
間
」
で
あ
り
、「
被
造
物
と
神
自
身
の
現
実
性
」
と
は
、
こ
の
場
合
は
、
持
続
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
二
つ

が
、
二
つ
で
あ
り
な
が
ら
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
因
の
瞬
間
が
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
せ
よ
結
果
の
持
続
に
顕
在
化
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
因
と
結
果
が
ひ
と
つ
の
「
全
体
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
無
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

持
続
の
無
が
瞬
間
で
あ
り
、
瞬
間
の
無
が
持
続
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
、
基
底
と
は
、「
無
」
で
あ
る
。

第
三
節

無
の
基
底

第
三
節
で
は
、
ど
の
よ
う
に
基
底
は
わ
れ
わ
れ
に
働
き
か
け
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ

は
、
無
化
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
基
底
概
念
を
時
間
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
瞬
間
と
あ
い
だ
、
す
な
わ
ち
、
瞬
間
と
瞬
間
の
あ
い
だ

に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
瞬
間
が
消
滅
し
、
そ
の
瞬
間
と
次
の
瞬
間
の
あ
い
だ
も
消
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
瞬

間
が
消
え
る
の
だ
か
ら
、
瞬
間
と
瞬
間
の
あ
い
だ
が
存
在
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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で
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
瞬
間
や
瞬
間
と
瞬
間
の
あ
い
だ
で
何
を
言
い
た
い
の
か
。
そ
れ
は
、
持
続
に
対
す
る
「
抵
抗
」
で

あ
る
（cf.O

D
,42-44

）。
な
る
ほ
ど
、
瞬
間
は
、
定
義
上
、
生
成
消
滅
す
る
の
だ
が
、
瞬
間
が
実
際
に
そ
う
な
る
か
は
そ
う
な
ら
な
い

と
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
持
続
に
と
っ
て
は
「
脅
威
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
瞬
間
が
残
る
こ
と
で
時
間
の
可
逆
性
が
可

能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
瞬
間
の
時
間
に
対
す
る
「
抵
抗
」、
つ
ま
り
、
無
化
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、「
抵
抗
」
が
、
論
理
的
否
定
で
は
な
く
て
現
実
的
否
定
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
間
の
前
進
性
、
つ
ま
り
時
間
の
不
可
逆
性
に
対
す
る
「
抵
抗
」
が
無
化
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
厳
密
に
は
、
ジ
ャ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
う
無
化
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
「
反
抗
的
な
基
底
」
は
、
過
去
が
全
瞬
間
に
働
い
て
い
る

と
考
え
る
「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
思
索
」（O

D
,44

）
と
矛
盾
し
な
い
と
論
じ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
瞬
間

の
「
抵
抗
」
や
瞬
間
と
瞬
間
の
あ
い
だ
の
「
抵
抗
」
は
、
時
間
の
均
一
化
を
妨
げ
る
が
、
そ
の
抵
抗
が
「
永
遠
化
す
る
」
と
問
題
が
生
じ

て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
時
間
が
流
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
は
、「
抵
抗
」
が
、
現
在
の
抵
抗
か
ら
過
去
の
抵
抗
に

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
過
去
が
、「
抵
抗
」
と
時
間
の
流
れ
を
総
合
し
、
そ
の
結
果
が
生
成
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
過
去

が
な
け
れ
ば
、「
抵
抗
」
も
時
間
の
流
れ
も
な
い
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
⑼
。

だ
が
、
彼
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。「
過
去
が
負
け
る
の
は
、
何
か
に
役
立
つ
た
め
だ
け
で
あ
る
。
過
去
は
、
過
程
に
王
座
を
与
え
、

ま
た
、
そ
の
過
程
に
基
盤
と
支
え
を
与
え
る
」（O

D
,31

）。
過
去
は
、
時
間
の
始
ま
り
の
「
王
座
」
で
あ
り
、
時
間
の
流
れ
の
「
基
盤
」

と
「
支
え
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
基
底
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
何
か
」、
す
な
わ
ち
、
時
間
の
流
れ
の
た
め
に
、
過
去
は
「
負
け

る
」、
つ
ま
り
、
意
識
か
ら
退
く
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
過
去
は
た
だ
単
に
「
意
識
」
か
ら
退
く
の
み
で
は
な
い
。「
過
去
は
、
シ
ェ
リ
ン

グ
の
持
続
に
お
い
て
は
、
意
識
に
吸
収
さ
れ
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
は
、
相
つ
ぐ
新
し
さ
が
意
識
に
た
ど
り
着
く
に
つ
れ
て
、
そ

の
相
つ
ぐ
新
し
さ
を
同
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
は
、
根
強
く
残
る
（subsister
）。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
生
き
て
い
る
も
の
が
﹇
何
か
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を
﹈
批
判
す
る
よ
う
に
で
あ
り
、
し
ゃ
べ
れ
な
い
ひ
と
が
、
い
つ
も
一
時
的
で
異
論
を
は
さ
ま
れ
る
よ
う
な
暫
定
的
な
勝
利
を
証
言
す
る

よ
う
に
で
あ
る
」（O

D
,44

）。
な
る
ほ
ど
、
過
去
は
、
自
分
の
こ
と
を
、
自
分
の
現
在
を
「
し
ゃ
べ
れ
な
い
」。
け
れ
ど
も
、
過
去
は
、

あ
た
か
も
「
生
き
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
は
、
過
去
化
を
通
じ
て
、
時
間
の
あ
ら
ゆ
る
時
制
に
存

在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

い
か
な
る
方
法
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
に
よ
る
過
去
化
を
体
系
的
に
理
解
す
る
の
か
。

彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
精
神
を
自�

然�

化�

す�

る�

」
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
精
神
を
自
然
化
す
る
こ
と
は
、
精
神
を
観
念
化
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
何
か
を
観
念
化
す
る
こ
と
が
、
何
か
か
ら
多
様
性
や
偶
然
性
を
奪
い
、
そ
の
何
か
を
純
粋
な
何
か
に

し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
精
神
の
観
念
化
は
、
精
神
の
純
粋
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
精
神
は
も
の
で
は
な
い
の
で
、

精
神
を
自
然
化
す
る
と
は
、
精
神
と
い
う
働
き
を
自
然
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
と
い
う
働
き
の
純
粋
化
を
無
化
す
る
こ
と

で
あ
る
。
過
去
も
純
粋
化
を
拒
否
す
る
。
と
い
う
の
も
、
過
去
と
い
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
は
無
数
の
過
去
が
あ
る
し
、
現
在
が
過
去
に

な
る
こ
と
は
必
然
だ
が
、
過
去
の
内
実
は
偶
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
過
去
を
生
き
る
た
め
に
は
、
自
然
化
さ
れ
た

精
神
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
自
然
化
さ
れ
た
精
神
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
か
。

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
自
然
化
さ
れ
た
精
神
は
、「
自
分
が
由
来
す
る
濁
り
な
が
ら
も
根
本
的
な
力
の
前
兆
」
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
力
」
は
、「
基
底
」
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
彼
は
、
精
神
は
、「
力
」
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、「
力
の
前
兆
」
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
基
底
は
「
無
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
と
同
時
的
に
基
底
を
知
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
基
底
が
過
ぎ
去
っ
た
あ
と
で
基
底
を
知
覚
で
き

る
に
す
ぎ
な
い
。
基
底
は
、
現
在
か
ら
過
去
へ
と
絶
え
ず
移
動
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
底
は
生
成
の
始
ま
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
始
ま
り
が
い
つ
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
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ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
の
基
底
に
つ
い
て
の
知
覚
の
構
造
と
自
己
に
つ
い
て
の
精
神
の
（
自
己
）
知
の
構
造
は
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー

の
関
係
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
よ
れ
ば
、「
基
底
」
は
、「
精
神
の
最
小
の
弱
点
を
狙
う
」。「
精
神
の
最
小
の
弱
点
」

と
は
、「
精
神
」
が
、
対
格
の
自
己
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
主
格
の
自
己
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
主
格
の
自
己
で
あ
る

「
私
」
が
把
握
す
る
自
己
自
身
は
、
ひ
と
つ
前
の
過
去
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
逆
に
こ
れ
は
、「
精
神
」
の
最
大
の
「
弱
点
」
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
精
神
は
、
自
己
自
身
を
含
む
内
界
や
外
界
の
一
切
を
概
念
化
し
て
し
ま
う
。
彼
は
、
そ
れ
を
「
観
念
論
的
思

い
上
が
り
」
と
言
う
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
は
、
十
分
に
は
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ

が
、
既
知
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
を
未
知
な
事
柄
に
投
影
す
る
か
ら
で
あ
る
⑽
。
彼
が
、
わ
れ
わ
れ
は
基
底
を
よ
く
知
ら
な
い
し
自
己

の
こ
と
も
よ
く
知
ら
な
い
と
論
じ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
観
念
論
的
思
い
上
が
り
」
へ
の
批
判
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
知
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
無
知
の
知
で
あ
る
。

こ
の
批
判
は
、
三
つ
の
例
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
の
例
を
提
示
す
る
こ
と
で
無
の
無
化

の
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ひ
と
つ
目
は
、
い
ま
言
及
し
て
い
る
精
神
で
あ
る
。
彼
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
精
神
は
、
そ
れ
が
理
性
を
備
え
て
い
る
と
し
て
も
、

無
垢
で
は
な
い
。
野
生
で
と
て
も
古
い
原
理
が
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
文
明
を
永
遠
に
脅
か
す
、
時
間
の
起
源
の
証
言
が
、
精

神
に
お
い
て
眠
ら
ず
に
い
る
」（O

D
,44

）。
な
る
ほ
ど
、
精
神
は
、「
理
性
を
備
え
て
い
る
」
の
で
、
理
性
的
で
あ
る
が
、「
理
性
」
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
時
間
の
起
源
」
が
、「
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
文
明
」
の
、
つ
ま
り
、
精
神
の
「
規
範
性
」
の
純
粋
さ
を
妨
げ
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
時
間
の
起
源
」
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
現
在
が
純
粋
な
現
在
で
あ
る
こ
と
も
妨
げ
る
。
と
い
う
の
も
、「
時
間

の
起
源
」
は
、「
野
生
的
で
と
て
も
古
い
原
理
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
か
く
し
て

必
然
性
は
、
自
由
の
な
か
で
存
続
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
は
精
神
の
な
か
で
、
非
我
は
自
我
の
な
か
で
存
続
す
る
」（O

D
,45

）。「
必
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然
性
」
と
は
、「
時
間
の
起
源
」
が
、
現
在
の
精
神
に
必
ず
到
来
す
る
と
い
う
「
必
然
性
」
で
あ
る
。「
自
然
」
の
「
非
我
」
は
、「
精
神
」

の
「
自
我
」
と
混
じ
り
合
う
。
精
神
は
純
粋
な
精
神
で
は
な
く
な
り
、「
自
我
」
と
「
非
我
」
の
混
合
体
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
時
間
の

起
源
」
は
、
現
在
の
精
神
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
精
神
に
代
わ
る
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
過
去
の

精
神
を
肯
定
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
現
在
が
現
在
で
あ
る
こ
と
の
条
件
と
は
、
過
去
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
現
在
が
過
去
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
無
化
な
の
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
神
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
神
自
身
は
、
顕
現
す
る
た
め
に
非
│
神
を
必
要
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
神
は
、
ひ
と
が
想
像
す
る
よ
う
な
空
虚
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
《
存
在
（ens

）》
で
は
な
い
し
、
神
の
本
性
が
神
の
内
部
な

の
で
あ
る
」（O

D
,45

）。「
神
」
が
外
部
に
対
し
て
現
れ
る
時
、
そ
の
現
れ
は
、
も
の
で
は
な
く
働
き
で
あ
る
。「
非
│
神
」
と
は
、
神

と
同
一
の
次
元
に
存
在
す
る
の
で
存
在
者
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
無
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
神
の
働
き
は
存
在
者
と
い
う
あ
り
方
を
否

定
す
る
無
化
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
は
、「
空
虚
で
規
定
さ
れ
な
い
《
存
在
》」、
つ
ま
り
、
存
在
を
前
提
と
す
る
無
で
も
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
存
在
は
、
無
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
主
張
と
違
っ
て
、
一
般
に
哲
学
に
お
い
て
本
質
と
は
、
何
で
あ
る
か
の
問
い

で
あ
り
、
存
在
の
問
い
で
は
な
い
（cf.O

D
,171

）。
存
在
の
問
い
と
は
、
存
在
を
問
う
の
で
は
な
く
、「
そ
れ
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ

と
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、「
そ
れ
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
神
の
本
質
で
は
な
く
「
神
の
本
性
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
そ
れ
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
そ
れ
」
に
関
し
て
は
そ
の
こ
と
以
外
を
否
定
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
積
極
的
に
は
肯
定
し
な

い
だ
ろ
う
。「
そ
れ
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
肯
定
が
、「
そ
れ
」
の
内
部
を
作
り
、
一
方
で
、「
そ
れ
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と

以
外
を
否
定
す
る
こ
と
が
外
界
を
作
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
働
き
は
、
自
分
の
存
在
以
外
の
否
定
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
ら

ば
、
神
と
「
私
」
は
同
じ
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
だ
が
、
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
」
は
、
時
間
性
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
が
、

神
は
、
そ
れ
が
永
遠
で
あ
る
限
り
は
、
時
間
性
に
よ
っ
て
は
（
完
全
に
は
）
否
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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三
つ
目
は
、「
宇
宙
」
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
は
、「
精
神
」
と
「
神
」
の
い
ず
れ
で
も
な
い
他
で
あ
る
。

宇
宙
は
、
こ
の
二
つ
と
異
な
る
他
で
は
な
く
て
「
こ
の
二
つ
の
他
」
な
の
で
あ
る
。
宇
宙
を
こ
の
二
つ
と
異
な
る
他
と
語
る
場
合
、
そ
れ

は
、「
精
神
」、「
神
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
二
つ
と
の
類
似
も
少
な
い
な
が
ら
も
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
宇
宙
を
こ
の
二
つ

の
他
と
語
る
場
合
、
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
と
の
類
似
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
他
で
あ
る
⑾
。
し
か
し
、
い
か
に
し
て
「
こ
の
二
つ
の

他
」
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
と
異
な
る
他
の
否
定
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
こ
の
二
つ
と
異
な
る
他
で
あ
る

と
語
る
こ
と
の
否
定
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
前
者
は
、
語
り
の
内
容
の
否
定
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
肯
定
に
す
ぎ
な
い
二
重
否
定
だ
が
、
後

者
は
、
語
り
方
の
否
定
で
あ
り
、
無
化
で
あ
る
。

彼
は
、
精
神
の
例
が
提
示
す
る
過
去
性
、
神
の
例
が
問
い
か
け
る
存
在
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
こ
う
い
う
わ
け

で
宇
宙
は
、
教
条
主
義
の
独
断
的
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
ご
と
く
単
純
な
概
念
に
変
換
可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
も
わ

れ
わ
れ
の
法
則
と
事
実
性
（realité

）
の
あ
い
だ
に
は
、﹇
二
つ
の
関
係
を
﹈
裏
切
る
あ
る
余
白
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
夜
の
原
則
の
抗
議

が
あ
る
」（O

D
,45

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
を
概
念
化
で
き
る
と
考
え
る
「
教
条
主
義
」
は
、「
宇
宙
」
の
経
験
で
は
な
く
「
宇
宙
」

を
語
る
こ
と
に
留
ま
る
。
な
る
ほ
ど
、
概
念
的
法
則
と
実
在
の
あ
い
だ
に
は
、
概
念
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
。
例
え
ば
、
三

平
方
の
定
理
は
、
ど
ん
な
場
所
に
も
ど
ん
な
も
の
に
も
妥
当
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
完
全
に
す
べ
て
に
妥
当
す
る
か
と
い
う
と
そ
れ
は

明
確
で
は
な�

い�

。
三
平
方
の
定
理
が
妥
当
し
な
い
空
間
も
存
在
す
る
か
も
し
れ
な�

い�

。
そ
れ
も
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
う
「
事
実

性
」
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
そ
の
「
事
実
性
」
の
あ
い
だ
に
は
、「
法
則
」
は
存
在
し
な
い
。「
余
白
」
が
、
存
在
す
る
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
語
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
余
白
」
は
、「
法
則
」
の
こ
と
ば
で
語
る
も
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を

経
験
し
、
そ
れ
を
生
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
無
化
は
、「
存
在
は
、
観
念
論
に
反
し
て
思
惟
に
先
立
つ
」（O

D
,174

）
の
を
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
す
る
働
き
な
の
で
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あ
る
。

結
び
に
代
え
て

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
非
存
在
的
可
能
性
と
現
実
的
存
在
の
あ
い
だ
で
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（cf.O

D
,145

）。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
か
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
、
つ
ま
り
、
あ
る

意
味
で
無
限
な
可
能
性
を
そ
の
つ
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
⑿
。

時
間
を
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
基
底
は
、
存
在
と
可
能
性
を
結
び
付
け
て
現
実
的
存
在
、
つ
ま
り
現
在
を
生
成
す
る
積
極
的

な
無
で
あ
る
。
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以
下
Ｏ
Ｄ
と
略
記
し
、
略
号
と
頁
数
を
記
す
。
こ
こ
で
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ

ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
存
在
を
〈
ほ
と
ん
ど
│
無
〉
と
捉
え
、
存
在
が
時
間
の
時
間
性
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
芸
術
や
道
徳
の
創
造
を
見
出
し

て
い
る
。
哲
学
史
的
に
は
、
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（1859-1941
）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
電

子
辞
書
の
人
名
項
目
の
記
述
を
参
照
し
た
。「
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ビ
チ
」、『
百
科
事
典
マ
イ
ペ
デ
ィ
ア
』、
日
立
シ
ス
テ
ム
ア
ン
ド
サ
ー
ビ
ス
、
二
〇
〇

五
年
。

⑵

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
同
一
哲
学
の
時
期
（1800-1809

）
を
認
め
な
が
ら
も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
お
い
て
、

こ
れ
が
こ
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、「
同
一
性
」
は
「
差
異
性
」
を
前
提
す
る
と
考
え
て
い
る
。
な

お
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
書
を
参
考
に
し
た
。
須
田
朗
『
も
う
少
し
知
り
た
い
人
の
た
め
の
「
ソ
フ
ィ
ー
の
世

界
」
哲
学
ガ
イ
ド
』、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
六
年
。
著
者
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
自
然
は
目
に
見
え
る
精
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神
で
、
わ
た
し
た
ち
の
精
神
は
目
に
見
え
な
い
自
然
で
す
。
自
然
も
精
神
も
、
そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
み
ら
れ
る
と
、
い
ず
れ
も
一
面
的
な
も
の

に
な
り
ま
す
。
自
然
と
精
神
の
両
者
を
貫
く
一
つ
の
も
の
が
、
絶
対
的
な
も
の
で
す
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
絶
対
者
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
同
じ
一
つ
の
絶
対
者
が
、
精
神
に
な
っ
た
り
物
質
に
な
っ
た
り
し
て
現
れ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
同
一
哲
学
と
い
わ
れ
る
考

え
方
で
す
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
自
然
は
神
だ
」
と
い
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
ま
し
た
。
た
だ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
自
然
は
機
械
論
的

な
自
然
、
生
命
の
な
い
自
然
で
し
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
は
違
い
ま
す
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
生
命
的
で
す
。
シ
ェ
リ
ン

グ
は
、
宇
宙
が
一
つ
の
生
命
だ
と
考
え
た
の
で
す
」（
一
四
〇
│
一
四
一
頁
）。

⑶

V
gl.,Friedrich

W
ilhelm

Joseph
von

Schelling,Einleitung
in
die
Philosophie

der
M
ythologie,

Inktank
publishing,2018,S.311.

⑷

Friedrich
W

ilhelm
Joseph

von
Schelling,Philosophische

U
ntersuchungen

über
das

W
esen

der
m
enschlichen

Freiheitund
die

dam
it

zusam
m
enhängenden

G
egenstände,

H
enricius

G
roßdruck,2020.

シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
基
底
が
存
在
（Existenz

）
に
し
か
働
か
な
い
場

合
が
、「
悪
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
自
己
保
存
の
状
態
で
あ
る
。
基
底
は
、「
存
在
に
向
か
う
原
基
底
」（S.54

）
と
し
て
の
基
底
か
ら

「
存
在
に
向
か
う
、
創
造
さ
れ
た
本
質
（W

esen

）」（Ebd.

）
と
し
て
の
基
底
に
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
者
と
の
世
界
で
あ
る
「
自
然
に

お
い
て
働
い
て
い
る
基
底
の
よ
り
高
次
な
力
」（Ebd.

）
は
、
行
為
に
お
い
て
の
み
明
ら
か
に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
基
底
の
発
展
を
「
啓

示
」
と
言
う
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。「
基
底
は
、
啓
示
に
向
か
う
単
な
る
意
志
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
、
次
の
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
基
底
は
、
そ
の
固
有
性
（Eigenheit

）
と
そ
れ
と
反
対
の
も
の
を
呼
び
起
こ
す
に
違
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
愛
の
意
志
と
基
底
の
意
志
は
、
ま
さ
に
以
下
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
意
志
は
、

区
別
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
初
め
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
自
分
の
た
め
に
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（S.51

）。「
愛
の
意
志
」
は
、
他
者
に
向
か

う
意
志
で
あ
り
、「
基
底
の
意
志
」
は
、
自
己
の
基
底
に
向
か
う
意
志
で
あ
る
。
他
者
と
自
己
に
関
し
て
、
こ
の
二
つ
は
、
対
立
す
る
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
自
己
か
ら
見
て
自
己
自
身
は
、
最
初
の
他
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
愛
は
、
自
己
を
愛
す
る
こ
と
か
ら

他
者
を
愛
す
る
こ
と
へ
と
拡
大
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
様
に
「
基
底
の
意
志
」
も
、
自
己
の
基
底
か
ら
他
者
の
基
底
へ
と
射
程

を
広
げ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
ひ
と
つ
に
な
る
」
と
は
、「
基
底
の
意
志
」、
つ
ま
り
自
己
愛
が
、「
愛
の
意
志
」、
つ
ま
り
純
粋
愛
へ
と
高

ま
る
こ
と
で
あ
る
。

⑸

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（1889-1976

）
の
次
の
講
義
録
を
参
考
に
し
た
。V

gl.Identitätund
D
ifferenz,

V
erlag

G
ünther

N
eske,1957.

な
お
、
こ
の
講
義
録
の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
翻
訳
を
参
考
に
し
た
。
大
江
精
志
郎
訳
『
同
一
性
と
差
異
性
』、
理
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想
社
、
一
九
六
〇
年
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
存
在
の
同
一
性
と
は
、
論
理
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
主
体
、
す
な
わ
ち
、
人
間
や
存
在
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
も
の
、
創
造
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

⑹

グ
リ
メ
は
、「
可
能
態
（puissance

）」、
つ
ま
り
、
可
能
的
な
も
の
は
、「
完
全
な
あ
る
存
在
の
指
数
」
で
あ
る
と
言
う
。C

f.Élisabeth
G

rim
-

m
er,«D

e
l’effectivité

ou
la

présence
absente

des
Schelling

chez
Jankélévitch»

in
Archives

de
Philosophie

t.73,2010,p.273.

ま
た
、
グ

リ
メ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
生
成
中
の
た
だ
そ
れ
だ
け
の
同
一
的
な
存
在
は
、
そ
の
生
成
の
支
え
で
あ
る

が
、
そ
の
生
成
は
、
非
連
続
の
連
続
の
段
階
を
持
っ
て
い
る
（cf.,O

D
,83

）。

⑺

こ
の
「
前
も
っ
て
形
作
ら
れ
る
（préform

é

）」
に
つ
い
て
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
前
も
っ
て
完
成
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
。

ベ
ア
ト
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
よ
う
な
「
可
能
的
な
も
の
（possible

）
│
事
実
的
な
も
の
（réel

）」
と

「
潜
在
的
な
も
の
（virtuel
）
│
現
実
的
な
も
の
（actuel

）」
の
二
つ
の
類
似
的
な
構
造
に
着
目
し
て
い
る
。C

f.José
M

anuel
B

eato,«Paradoxes

of
virtue

in
V

ladim
ir

Jankelevitch’s
M

oralPhilosophy»
in
C
ontem

porary
perspectives

on
Vladim

ir
Jankelevitch

—
O
n
W
hatC

annotBe
Touched—

,
Lexington

B
ooks,2019,pp.29-30.

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、『
思
想
と
動
く
も
の
』（
一
九
三
四
）
の
「
可
能
的
な
も
の
と
事
実
的
な
も

の
」（
一
九
三
〇
）
で
、
可
能
的
な
も
の
は
、「
過
去
に
お
け
る
現
在
の
映
し
（m

irage

）」
で
あ
る
、
と
述
べ
る
（C

f.H
enriB

ercson,La
pensée

etle
m
ouvant—

Essais
etC

onférences—
,

puf,1999,p.111

）。
逆
に
、
事
実
的
な
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
は
、
過
去
の
「
事
後
的
な

表
象
」（
杉
山
直
樹
、「
私
た
ち
を
か
た
ち
づ
く
る
力
」、
森
口
美
都
男
訳
『
道
徳
と
宗
教
の
二
つ
の
源
泉
Ⅰ
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
、
一

四
頁
）
を
行
う
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
在
を
生
き
る
こ
と
が
、「
可
能
的
な
も
の
│
事
実
的
な
も
の
」
を
「
潜
在
的
な
も
の
│
現
実
的

な
も
の
」
に
変
化
さ
せ
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
な
る
ほ
ど
、「
可
能
的
な
も
の
と
事
実
的
な
も
の
」
で
は
、「
潜
在
的
な
も
の
│
現

実
的
な
も
の
」
の
用
語
を
用
い
て
い
な
い
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、「
可
能
的
な
も
の
」
が
時
系
列
的
に
「
事
実
的
な
も
の
に
な
る
」
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、「
事
実
的
な
も
の
が
自
ら
を
可
能
的
な
も
の
に
す
る
」
こ
と
も
述
べ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
、

時
系
列
的
に
「
可
能
的
な
も
の
が
事
実
的
な
も
の
に
な
る
」
だ
け
の
「
可
能
的
な
も
の
と
事
実
的
な
も
の
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
弁
」
を
避
け
る

こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
勧
め
る
か
ら
で
あ
る
（cf.La

pensée
etle

m
ouvant,

pp.115-116

）。

そ
も
そ
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、『
物
質
と
記
憶
』（
一
八
九
六
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
潜
在
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
自
分
を
実
現
す
る
過

程
は
、
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
身
体
か
ら
有
益
な
歩
み
を
得
る
に
至
る
一
連
の
諸
段
階
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
感
覚
的
な
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る

中
枢
が
興
奮
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
段
階
の
最
後
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
運
動
的
反
応
へ
の
序
曲
、
つ
ま
り
、
空
間
の
な
か
で
の
行
為
の
始
ま
り

ジャンケレヴィッチにおける基底の問題 ― ２５４ ―



で
あ
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
潜
在
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
潜
在
的
な
感
覚
へ
と
進
展
し
、
そ
し
て
潜
在
的
な
感
覚
は
、
現
実
的
な
（réel

）

運
動
へ
と
進
展
す
る
」（H

enri
B

ergson,M
atière

etm
ém
oire,

puf,2004,p.146

）。
こ
れ
に
つ
い
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、『
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
』

（
一
九
六
六
）
で
次
の
よ
う
に
言
う
。「
自
分
を
現
実
化
す
る
た
め
に
、
潜
在
的
な
も
の
が
、
取
り
消
し
あ
る
い
は
限
定
に
よ
っ
て
事
に
か
か
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
潜
在
的
な
も
の
が
、
現
実
化
の
た
め
の
そ
れ
自
身
の
線
を
現
実
的
な
行
為
の
な
か
で
創�

造�

す�

る�

に
違

い
な
い
」（G

illes
D

eleuze,Le
bergsonism

e,
puf,2014,p.100

）。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
「﹇
何
か
を
﹈
思�

い�

浮�

か�

べ�

る�

こ�

と�

は
﹇
何
か
を
﹈
回�

想�

す�

る�

こ�

と�

で
は
な
い
」（M

atière
etm

ém
oire,

p.153

）
と
述
べ
て
い
る
。
回
想
す
る
こ
と
は
、
過
去
の
出
来
事

を
時
系
列
的
に
整
理
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
身
体
を
基
点
と
し
て
現
在
か
ら
過
去
へ
向
か
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
一
方
で
、
持
続
を

時
間
と
し
て
解
釈
す
る
場
合
、
意
識
の
構
造
は
、「
可
能
的
な
も
の‐

事
実
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
他
方
で
、
持
続
を
現
在
の
行
為
と
し
て
解
釈

す
る
場
合
、
意
識
の
構
造
は
、「
潜
在
的
な
も
の‐

現
実
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
、「
潜
在
的
な
も
の
」
と
「
可
能
的
な
も
の
」
と
の
類
似
性
を
躊
躇
し
な
が
ら
論
じ
た
と
指
摘
す
る
（cf.Le

bergsonism
e,

p.100

）。

し
か
し
、
こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
不
十
分
で
あ
る
。

で
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
か
ら
何
を
学
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
、
行
為
に
お
け
る
論
理
的
な
必
然
性
の
拒
否
で
あ

る
。
例
え
ば
、
ひ
と
に
親
切
に
す
る
の
は
、
以
前
か
ら
ひ
と
に
親
切
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
目
の
前
の
知
ら
な
い

ひ
と
に
親
切
に
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
目
の
前
の
見
知
ら
ぬ
ひ
と
に
親
切
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
、
そ
れ
は
、
以
前
か
ら
ひ
と
に
親
切
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
主
張
が
誤
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、

ひ
と
が
過
去
が
背
負
い
な
が
ら
も
、
広
く
言
え
ば
現
在
に
お
い
て
、
狭
く
言
え
ば
今
の
瞬
間
に
お
い
て
過
去
か
ら
自
由
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
由
な

行
為
が
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
言
う
よ
う
に
、「
潜
在
的
な
も
の
」
と
「
現
実

的
な
も
の
」
の
違
い
が
「
創
造
」
に
あ
る
の
と
矛
盾
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
、「
行
為
」
は
、「
行
為
で
き

る
」
と
「
行
為
す
る
に
違
い
な
い
」
の
二
つ
の
様
相
に
分
か
れ
て
い
る
限
り
は
、
完
全
な
行
為
で
は
な
い
。
行
為
は
、
そ
れ
が
「
行
為
す
べ
き
で

あ
る
」
の
瞬
間
、
完
全
な
行
為
な
の
で
あ
る
（cf.G

rim
m

er,op.cit.,
p.272

）。

た
だ
し
、
こ
の
行
為
は
、
未
来
に
向
か
っ
て
の
行
為
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
過
去
に
対
す
る
現
在
の
行
為
で
あ
る
。
例
え
ば
、
誰
か
を
助

け
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
誰
か
は
既
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
為
に
限
ら
ず
、
思
惟
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ

れ
わ
れ
が
何
か
を
考
え
て
い
る
時
、
そ
れ
は
、
映
画
館
で
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ル
ム
は
、
わ
れ
わ
れ

に
時
間
的
に
先
立
っ
て
い
る
。
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⑻

こ
れ
は
、
お
の
お
の
の
瞬
間
が
最
初
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
第
一
哲
学
│
《
ほ
と
ん
ど
》
の
哲
学
へ
の
導
入
│
』（
一
九
五
三
）
で
ジ

ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
そ
れ
は
、
瞬
間
が
、「
覆
い
を
取
ら
れ
た
現
れ
か
ら
﹇
自
己
﹈
啓
示
的
な
出
現
へ
」
と
「
変
化
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
、
と
論
じ
て
い
る
。「
裸
の
実
体
」
が
な
い
よ
う
に
「
裸
の
」
瞬
間
は
な
い
。
要
す
る
に
、
単
に
生
成
消
滅
す
る
だ
け
の
純
粋
な
瞬
間
は
な
い
。

C
f.V

ladim
ir

Jankélévitch,Philosophie
prem

ière—
Introduction

à
une

philosophie
du
«Presque»

—
,

pp.27-28.

⑼

こ
れ
と
類
似
し
た
議
論
の
展
開
の
仕
方
が
、『
道
徳
の
逆
説
』（
一
九
八
一
）
に
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、「
ひ
と
は
道
徳
な
し
に
は

生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、
つ
ま
り
、
道
徳
な
し
に
は
、
自
分
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
も
、
他
人
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
、

と
論
じ
て
い
る
。C

f.V
ladim

ir
Jankélévitch,Le

paradoxe
de
la
m
orale,

Seuil,1981,p.34.

⑽

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
書
か
ら
示
唆
を
得
た
。C

f.A
nthony

C
.Thiselton,W

hy
herm

eneutcs?
—
an
appealculm

inating
w
th
Ri

coeur—
,

C
ascade

B
ooks,2019.

本
書
で
シ
セ
ル
ト
ン
は
、
聖
書
の
章
句
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
か
ら
メ
タ
フ
ァ
ー
へ
、
次
に
メ
タ
フ
ァ
ー
か
ら
シ
ン
ボ

ル
へ
の
移
行
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
単
な
る
「
伝
達
的
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
、
次

に
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
」
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
「
コ
ス
モ
ス
」
と
結
合
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
の
移
行
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
メ
タ
フ
ァ
ー

か
ら
シ
ン
ボ
ル
へ
移
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
読
者
の
時
間
的
な
慣
れ
に
よ
っ
て
た
と
え
話
が
単
な
る
教
訓
話
に
変
化
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
聖
書
物
語
は
、
神
の
「
認
識
」
と
そ
れ
と
同
時
の
生
き
方
の
「
転
覆
」
で
あ
る
（
Ｊ
・
Ｌ
・
ス
カ
著
、
佐
久
間
勤
・
石
原
良

明
訳
『
聖
書
の
物
語
論
的
読
み
方
│
新
た
な
解
釈
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
│
』、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
、
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、

メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
神
の
シ
ン
ボ
ル
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
者
論
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
他
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。

⑾

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
先
ほ
ど
の
『
第
一
哲
学
』
の
第
六
章
第
七
節
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
絶
対‐

他
」
で
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
己
自
身
を
含
め
何
か
を
語
る
場
合
、
そ
れ
自
体
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
自
体
を
語
る
と
は
、
も
は
や

言
葉
に
よ
る
語
り
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
行
為
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
自
体
を
語

る
と
は
、
そ
れ
自
体
に
な
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。C

f.Philosophie
prem

ière,
pp.120-124.

⑿

C
f.Isabelle

de
M

ontm
ollin,La

philosophie
de
Vladim

ir
Jankélévitch

—
Sources,sens,enjeux—

,
2000,puf,p.59.

な
お
、
イ
ザ
ベ
ル

は
、
こ
れ
を
「
狭�

小�

化�

（rétrécissem
ent

）」
と
定
義
す
る
。
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