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じ
め
に

　

後
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
あ
な
た
は
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
（penseur juif

）
で
す
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
い
さ
さ
か
苛

立
っ
て
、
自
分
は
「
哲
学
を
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
（un Juif qui philosophe

）」
で
は
あ
る
け
ど
も
、「
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
（philosophe juif

）」

で
は
な
い
と
答
え
た
と
い
う
﹇cf. Banon 2022, 547

﹈。「
哲
学
」
と
は
、「
ギ
リ
シ
ア
」
に
端
を
発
す
る
と
は
い
え
、
地
域
的
、
民
族
的

な
い
し
時
代
的
な
個
別
性
よ
り
も
、
普
遍
性
や
合
理
性
を
旨
と
す
る
知
的
営
為
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
「
ユ
ダ
ヤ
的
」
と
い
う
形
容

を
つ
け
る
の
は
そ
も
そ
も
矛
盾
す
る
。
哲
学
者
本
人
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
な
い
し
「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
」
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
で
そ
の
人
の

「
哲
学
」
が
「
ユ
ダ
ヤ
的
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
…
…
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
う
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、
前
著
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
て
』
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
あ
る
対
話
の
言
葉
に
導
か
れ
つ
つ
﹇
ポ
ワ
リ
エ131

／
一
四
七
﹈、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
を
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
と
ま
っ
た
く
無
縁
の
人
間
」
で
も
「
ち
ゃ
ん
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
、
言
い
換
え
れ

ば
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
知
識
が
あ
れ
ば
い
っ
そ
う
納
得
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
く
と
も
理
解
で
き
る
も
の
、
あ
く
ま
で
「
客

観
的
に
伝
達
可
能
な
理
解
可
能
性
」
を
有
し
た
哲
学
と
し
て
解
釈
す
る
道
筋
を
示
し
た
﹇
渡
名
喜　
二
〇
二
一
、
四
﹈。
そ
の
作
業
自
体
は

必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
知
的
営
み
を
全
体
と
し
て
見
渡
し
た
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
読
み

が
片
面
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
を
ユ
ダ
ヤ
教
に
還
元
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
ば
か
り

か
問
題
含
み
で
あ
ろ
う
が
、
他
方
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
問
題
を
哲
学
者
本
人
の
単
な
る
個
人
的
な
属
性
の
一
つ
に
と
ど
ま
る
か
の
よ
う
に
し
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て
そ
の
哲
学
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
態
度
も
同
様
に
問
題
含
み
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
と
り
わ
け
『
全
体
性
と
無
限
』
公
刊
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
活
動
は
、
哲
学
者
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
も
、

東
方
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
師
範
学
校
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
教
員
養
成
機
関
の
校
長
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
立
場
か
ら
戦
後
フ
ラ
ン
ス
で

の
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
再
興
の
中
心
的
な
役
を
演
じ
て
い
た
。
そ
の
間
、
こ
の
学
校
を
傘
下
に
収
め
る
世
界
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
連
盟
が
公
刊
し

て
い
た
機
関
誌
『
世
界
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
連
盟
手
帖
』
を
は
じ
め
、
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
共
同
体
を
主
な
読
者
と
す
る
媒
体
に
お
い
て
、

ユ
ダ
ヤ
教
の
思
想
の
意
義
や
現
代
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
状
況
等
を
め
ぐ
る
論
考
を
い
く
つ
も
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
そ

の
哲
学
的
主
著
と
言
え
る
『
全
体
性
と
無
限
』
の
形
成
と
ま
さ
し
く
同
時
期
に
書
か
れ
、
主
だ
っ
た
も
の
は
、
同
書
公
刊
の
二
年
後
の
一

九
六
三
年
に
「
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
の
試
論
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
『
困
難
な
自
由
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
全
体
性
と
無
限
』

の
完
成
と
前
後
し
て
、「
仏
語
圏
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
会
議
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
で
毎
年
の
よ
う
に
タ
ル
ム
ー
ド
に
関
す
る
講
演
を
行
な
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
記
録
が
「
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
や
は
り
「
ユ
ダ
ヤ
人
思
想

家
」
と
言
い
た
く
な
る
姿
が
、「
哲
学
者
」
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
も
う
一
つ
の

―
あ
る
い
は
あ
る
時
期
ま
で
は
第
一
の

―
顔
で
あ
っ
た
こ

と
は
看
過
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
「
哲
学
」
へ
の
志
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
で
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
理
解
可
能
な
哲
学
を
構
築
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
も
依
然
と
し
て
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
、
自
ら
の
著
作
の
公
刊
先
と
し
て
、
哲
学
的
な
著
作
と
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
著
作
と
で
意
図
的
に
出
版
社
を
使
い
分
け

て
い
る
と
い
う
事
実
は
や
は
り
重
要
だ
ろ
う
。
後
年
の
対
話
で
は
、
自
身
の
「
哲
学
的
な
テ
ク
ス
ト
と
告
白
的
な
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
」

に
は
「
明
白
な
区
別
」
が
あ
っ
た
こ
と
、「
別
々
の
解
釈
方
法
、
分
か
た
れ
た
言
語
」
の
あ
い
だ
に
「
分
割
線
を
引
く
こ
と
」
が
「
必
要
」

で
あ
っ
た
と
明
言
し
て
い
る
﹇Levinas 1986, 18 

﹈。
実
際
、
表
面
上
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
ま
で
の
著
作
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ク

ス
ト
群
は
独
立
を
保
っ
て
お
り
、
互
い
を
架
橋
す
る
よ
う
な
考
察
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
『
存
在
の
彼
方
へ
』
な
ど
の
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後
期
の
著
作
で
は
、「
我
こ
こ
に
」
な
ど
の
聖
書
や
タ
ル
ム
ー
ド
に
由
来
す
る
考
え
を
哲
学
的
な
概
念
を
導
出
す
る
た
め
に
援
用
す
る
と

い
う
身
振
り
が
現
れ
て
く
る
。
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
群
の
区
分
け
と
、
そ
の
推
移
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
区
分
け
が
ど
こ
ま
で
徹
底
し
た
も
の
だ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
可
能
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の

余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
か
に
見
え
る
二
つ
の
次
元
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
共
通
す
る
テ
ー
マ
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る

（
わ
れ
わ
れ
も
、
以
下
で
二
つ
の
次
元
を
跨
ぐ
い
く
つ
か
の
論
点

―
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
顔
」
と
「
倫
理
」
で
あ
る

―
に
つ
い
て
指
摘
し
た

い
）。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
ユ
ダ
ヤ
性
を
脱
ぎ
去
っ
た
か
に
見
え
る
「
哲
学
的
」
テ
ク
ス
ト
の
諸
々
の
鍵
概
念
に
「
ヘ
ブ
ラ
イ
の
源
泉
」

を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
﹇T

rigano 1998; Chalier 2002

﹈。
あ
る
い
は
逆
に
、
リ
オ
タ
ー
ル
の
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
「
倫
理
」
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、
そ
れ
と
聖
書
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
的
な
参
照
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
見
方
は
、
む
し
ろ
今
日

も
大
勢
を
占
め
る
か
も
し
れ
な
い
﹇Lyotard 2015; 

渡
名
喜　
二
〇
二
四
ａ
、
第
一
章
﹈。

　

そ
も
そ
も
、
一
人
の
哲
学
者
が
著
者
と
し
て
自
ら
の
名
を
署
名
し
た
テ
ク
ス
ト
群
に
「
分
割
線
を
引
く
」
こ
と
は
可
能
な
の
か
。
す
ぐ

さ
ま
こ
う
問
う
た
の
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
だ
っ
た
。
デ
リ
ダ
は
重
要
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
論
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
の
末
尾
で
「
わ
れ
わ
れ

は
ユ
ダ
ヤ
人
か
、
ギ
リ
シ
ア
人
か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
、
そ
も
そ
も
「
ユ
ダ
ヤ
」
的
な
テ
ク
ス
ト
と
「
ギ
リ
シ
ア
」
的
な
テ
ク
ス
ト
と

を
分
け
る
こ
と
自
体
が
可
能
か
と
突
き
つ
け
る
。
そ
の
角
度
か
ら
、
あ
え
て
二
つ
の
次
元
を
区
別
し
よ
う
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
試
み
に

「
偽
装
」
を
見
る
こ
と
す
ら
た
め
ら
わ
な
い
﹇D

errida 1967, 133

／
一
八
七
﹈。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、『
全
体
性
と
無
限
』
以
降
、
自
ら
の
哲

学
的
著
作
で
ユ
ダ
ヤ
教
の
思
想
へ
の
言
及
を
ま
さ
し
く
明
け
透
け
に
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
デ
リ
ダ
の
批
判
を
意
識
し
て
の

も
の
か
も
し
れ
な
い
﹇
渡
名
喜　
二
〇
二
四
ａ
、
第
二
章
﹈。

　

た
だ
し
、「
偽
装
」
を
指
摘
す
る
ま
え
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
ユ
ダ
ヤ
」
と
「
哲
学
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
装
い
」

を
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
装
い
」
が
ど
の
時
期
に
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
対
応
し
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
の
か
を
ま
ず

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
『
全
体
性
と
無
限
』
以
降
に
い
わ
ゆ
る
「
転
回
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
よ
り
よ
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く
説
明
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
」
的
な
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
企
図
の
も
と
で
書
か
れ
、
そ

こ
で
は
ど
の
よ
う
な
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ネ
モ
と
の
対
談
『
倫
理
と
無
限
』
に
お
い
て
、「
あ
な
た
の
な
か
で
、
聖
書
的
な
も
の
と
哲
学
的
な
も
の
と
い
う
二
つ

の
思
考
様
式
は
ど
の
よ
う
に
合
致
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
合
致
す
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
か
。〔
…
〕
私
は
そ
れ
ら
二
つ
の
伝
統
を
「
合
致
」
さ
せ
た
り
「
調
和
」
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
明
白
に

試
み
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
合
致
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
思
想
が
前
哲
学
的
経
験
に
立

脚
し
て
お
り
、
私
の
な
か
で
は
聖
書
の
読
解
が
こ
う
し
た
根
源
的
な
経
験
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。﹇EI 13f

／
一
八
―
二
〇
﹈

　

こ
こ
で
「
聖
書
的
な
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
「
哲
学
的
な
も
の
」
と
い
う
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
身
を
置
く
こ
の
二
つ
の
「
伝

統
」
は
、「
合
致
」
で
も
「
調
和
」
で
も
な
い
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
関
わ
り
あ
う
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
哲
学
的
思
想
」
が

立
脚
し
て
い
る
と
さ
れ
る
「
前
哲
学
的
」
で
「
根
源
的
な
経
験
」
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
。
本
書
は
、
と
り
わ
け
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

「
ユ
ダ
ヤ
性
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
ユ
ダ
ヤ
」
と
い
う
語
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
経
験
」
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
れ
が
そ
の
「
哲
学
的
思
想
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
で
も
適
宜
触
れ
る
こ
と

に
す
る
が
、
こ
の
関
連
を
包
括
的
に
論
じ
る
の
に
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
研
究
の
蓄
積
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
で
は
い
く
つ
か

の
例
外
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な
い
）
1
（
が
、
少
な
く
と
も
仏
語
圏
・
英
語
圏
で
は
多
く
の
研
究
が
出
さ
れ
て
い
）
2
（
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
、
個
別
の
主
題
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
史
の
文
脈
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
位

置
づ
け
る
も
）
3
（

の
、
ま
た
そ
の
タ
ル
ム
ー
ド
読
解
の
意
義
を
検
討
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
）
4
（

る
。
そ
の
ほ
か
、
ユ
ダ
ヤ
思
想



はじめに

5

史
に
限
定
さ
れ
な
い
思
想
）
5
（
史
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
社
会
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
知
的
営
み
を
位
置
づ
け
る
試
み
も
あ
）
6
（
る
。

だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
形
成
全
体
の
な
か
で
そ
の
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
位
置
あ
る
い
は
そ
の
変
容
を
包
括
的
に
検
討
す
る
試
み
は
、

管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
国
際
的
に
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
）
7
（
い
。
本
書
は
、
従
来
の
研
究
の
成
果
の
上
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
的
」
と

さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
群
の
解
読
を
と
お
し
て
「
哲
学
を
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
」
た
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
波
乱
に
満
ち
た
知
的
営
み

を
理
解
す
る
う
え
で
も
、
ま
た
、
現
在
な
お
も
続
く
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
問
題
を
巨
視
的
に
理
解
す
る
う
え
で
も
、
前
提
と
な
る
基
本
的
な

理
解
枠
組
み
が
提
示
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
リ
ト
ア
ニ
ア
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
哲
学
的
に
も
生
活
の
面
で
も
自
身
の
立
場
を
固
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
四
〇
年
代
ま
で
を
追
う
。
と
り
わ
け
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
戦
後

―
あ
る
い
は
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
」

―

の
か
な
り
の
時
期
自
ら
の
本
職
と
し
て
い
た
教
育
職
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
が
校
長
を
務
め
て
い
た
東
方
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ

ト
師
範
学
校
お
よ
び
そ
の
母
体
で
あ
っ
た
世
界
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
連
盟
が
い
か
な
る
組
織
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
「
ユ
ダ
ヤ
教
育
」
に
託
し
た
基
軸
的
な
考
え
方
と
し
て
「
特
殊
主
義
的
普
遍
主
義
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
主
に
一
九
六
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
が
収
め
ら
れ
た
『
困
難
な
自
由
』
を

分
析
対
象
と
す
る
。
同
書
は
、
戦
後
か
ら
六
〇
年
代
初
期
ま
で
の

―
つ
ま
り
お
お
よ
そ
第
一
の
哲
学
的
主
著
と
い
う
べ
き
『
全
体
性
と

無
限
』
執
筆
と
同
じ
時
期
の

―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
論
考
の
第
一
の
主
著
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
書
に
つ
い
て
包

括
的
に
取
り
上
げ
た
研
究
は
意
外
な
こ
と
に
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
第
Ⅱ
部
で
は
、
同
書
の
全
体
に
目
を
配
り
つ
つ
、
次
の
三
点
を
と
り
わ

け
取
り
上
げ
る
。

　

第
一
に
注
目
し
た
い
の
は
、
一
冊
の
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
同
書
が
、
そ
の
内
部
で
見
せ
る
転
調
で
あ
り
、
ゆ
ら
ぎ
で
あ
る
。
同
書
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の
冒
頭
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
見
地
か
ら
「
顔
」
の
「
倫
理
」
を
提
示
し
た
論
考
が
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
同
書
を
仔
細

に
見
て
い
く
と
、
こ
の
「
顔
」
の
「
倫
理
」
の
思
想
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
と
し
て
知
ら
れ
る
そ
れ
と
同
一
視
し
え
な
い
性
格
を

も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
が
「
あ
ら
ゆ
る
受
動
性
よ
り
も
受
動
的
」
な
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
「
責

任
」
を
提
示
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
ユ
ダ
ヤ
思
想
的
な
「
顔
」
の
「
倫
理
」
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
能
動
的
な
責
任
主
体
を
要
請

す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
戦
後

―
と
り
わ
け
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
」

―
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
な
く
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
と
ど
ま
る
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
向
け
ら
れ
た
、「
悲
壮
さ
を
超
え
て
」（
同
書
第
Ⅰ
部
の
タ
イ
ト
ル
）
を
モ
ッ

ト
ー
と
す
る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

第
二
に
、『
困
難
な
自
由
』
の
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
同
書
前
半
の
論
考
で
は
色
濃
く
見
ら
れ

る
も
の
の
、
頁
が
進
む
に
つ
れ
て
際
立
っ
た
変
化
を
見
せ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ユ
ダ
ヤ
的
意
識
」
の
復
興
に
向
け
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
当

初
は
キ
リ
ス
ト
教
の
戦
争
責
任
を
断
罪
す
る
よ
う
な
ト
ー
ン
を
伴
っ
て
い
た
の
だ
が
、
徐
々
に
そ
の
ト
ー
ン
は
和
ら
ぎ
を
見
せ
、
む
し
ろ

キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
想
へ
の
「
開
か
れ
」
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
本
書
第
Ⅱ
部
第
二
章
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
論

を
足
が
か
り
に
こ
う
し
た
変
容
を
た
ど
っ
た
後
、
第
三
章
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
想
に
接
近
し
て
い

く
か
を
確
認
す
る
。

　

第
三
に
、『
困
難
な
自
由
』
の
と
り
わ
け
後
半
に
散
見
さ
れ
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
「
シ
オ
ニ
ス
ト
」
と
い
う
呼
称
が
結
び
つ
け
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
呼
称
は
む
し
ろ
二
〇
世
紀
の
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
も
っ
て
い
た
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」

に
対
す
る
複
雑
な
態
度
を
平
板
化
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
困
難
な
自
由
』
お
よ
び
同
時
期
の

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
の
多
面

性
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
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第
Ⅲ
部
は
、『
困
難
な
自
由
』
以
降
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
」
の
位
置
づ
け
を
主
題
と
す
る
。
こ
の
観
点
で
第

一
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、「
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
実
践
だ
ろ
う
。「
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
」

は
、
哲
学
者
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
も
う
一
つ
の
顔
と
し
て
、
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
思
想
再
興
の
一
翼
を
担
う
ユ
ダ
ヤ
人
思
想
家
の

姿
が
現
れ
た
場
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
、
一
九
五
七
年
に
設
立
さ
れ
た
仏
語
圏
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
会
議
と
い

う
学
会
型
の
組
織
で
毎
年
定
例
的
に
発
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
ま
ず
こ
の
仏
語
圏
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
会
議
が
い
か
な

る
も
の
だ
っ
た
か
を
確
認
し
た
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
全
体
の
特
徴
を
概
観
す
る
。

　

た
だ
し
、
同
時
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
実
践
を
相
対
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
に
の
み
注
目
す
る
の
で
は
不
十
分

だ
ろ
う
。
第
Ⅲ
部
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
タ
ル
ム
ー
ド
読
解
を
通
じ
て
「
聖
書
的
な
も
の
」
の
源
泉
へ
の
遡
求
を
深
め
る

の
と
並
行
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
へ
の
接
近
も
い
っ
そ
う
試
み
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
の

会
議
で
あ
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
週
間
」
に
六
八
年
に
招
か
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
神
人
？
」
と
題
さ
れ
た
講
演
を
行
な
い
、
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
神
人
」
概
念
に
お
け
る
「
神
の
謙
遜
」
概
念
に
着
目
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
「
身
代
わ
り
」
概
念
へ
と
結
び
つ
け
る
こ

と
も
辞
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
六
九
年
か
ら
は
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
エ
ン
リ
コ
・
カ
ス
テ
ッ
リ
が
主
催
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
こ
で
発
表
さ
れ
た
思
想
は
、『
聖
句
の
彼
方
』
等
の
著
作
に
お
い
て
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
と
並
ん
で
公
刊
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
著
作
の
内
部
に
潜
む
緊
張
関
係
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
緊
張
関
係
を
理
解
す
る
糸
口
は
、『
諸
国
民
の
時
に
』
に
収
め
ら
れ
た
「
ユ
ダ
ヤ
教
「
と
」
キ
リ
ス
ト
教
」
の
タ
イ
ト
ル
に

強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、「
と
」
と
い
う
結
び
つ
き
そ
の
も
の
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
払
う
関
心
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ユ
ダ
ヤ
教
「
と
」
キ
リ
ス
ト

教
、
あ
る
い
は
聖
書
「
と
」
ギ
リ
シ
ア
人
と
い
っ
た
か
た
ち
で
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も
の
が
そ
の
他
者
た
ち
と
も
ち
う
る
「
共
生
」
の
か
た
ち

に
最
終
的
な
関
心
が
向
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
こ
そ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
教
思
想
の
き
わ
め
て
中
心
的
な
主

張
が
宿
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
「
共
生
」
の
思
想
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
寄
せ
ら
れ
た
数
々
の
批
判
の
焦
点
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に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
Ⅳ
部
で
は
ま
ず
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
思
想
に
基
づ
く
共
生
観
を

示
し
た
テ
ク
ス
ト
「
ラ
イ
シ
テ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
」
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
「
共
生
」
を
め
ぐ
っ
て
、
ベ
ニ

ー
・
レ
ヴ
ィ
ら
ポ
ス
ト
・
レ
ヴ
ィ
ナ
シ
ア
ン
と
呼
び
う
る
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
知
識
人
た
ち
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
、
ジ
ャ
ッ

ク
・
デ
リ
ダ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
行
な
う
批
判
を
検
討
し
た
い
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
最
初
期
か
ら
、『
困
難
な
自
由
』
を
経
て
、
タ
ル
ム
ー
ド
講
話
に
い
た
る
ま
で
展
開
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

「
ユ
ダ
ヤ
性
」
の
か
た
ち
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
哲
学
的
思
想
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め

の
視
座
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。




