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は
じ
め
に

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
に
は

―
少
な
く
と
も
一
九
六
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
全
体
性
と
無
限
』
ま
で
は

―
あ
る
企

て
が
あ
っ
た
。
本
書
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
最
初
期
か
ら
『
全
体
性
と
無
限
』
ま
で
辿
る
こ
と
で
、
こ
の
企
て
が
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
〈
他
者
の
倫
理
〉
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、『
全
体
性
と
無
限
』
は
、
と

り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
試
み
た
よ
う
な
人
間
的
な
存
在
の
具
体
的
な

0

0

0

0

存
在
様
態
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
な
考
察
を
自

ら
の
手
で
書
き
換
え
る
、
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
営
み
の
集
大
成
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
一
九
〇
五
年
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
リ
ト
ア
ニ
ア
に
生
ま
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
フ
ラ
ン
ス
に
わ
た
り
、「
現
象

学
」
と
い
う
当
時
ま
だ
新
し
か
っ
た
学
問
に
感
銘
を
受
け
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
お
よ
び
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
二

人
の
ド
イ
ツ
人
哲
学
者
に
学
ぶ
。
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
第
二
次
世
界
大
戦
に
従
軍
し
た
彼
は
、
四
〇
年
か
ら
の
五
年
間
を
捕
虜
収
容
所
で

す
ご
す
。
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
に
戻
る
と
、
現
象
学
と
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
影
響
の
も
と
、
独
自
の
哲
学
を
展
開
し
、
一
九
六
一
年
に
フ
ラ
ン
ス

の
大
学
で
の
教
授
資
格
を
得
る
た
め
の
国
家
博
士
論
文
を
提
出
す
る
。
そ
れ
が
『
全
体
性
と
無
限
』
だ
。

　

通
常
、
こ
の
著
作
は
、〈
他
者
の
倫
理
〉
を
説
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
の
主
著
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、「
全
体

性
」
と
「
無
限
」
が
対
置
さ
れ
る
。
一
方
の
「
全
体
性
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
他
者
」
を
自
我
あ
る
い
は
〈
同
〉
の
支
配
の
う
ち
に
回
収

す
る
体
制
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
れ
ま
で
の
西
洋
哲
学
の
ほ
と
ん
ど
全
体
が
「「
他
者
」
の
抑
圧
を
実
行
し
続
け
て
き
た
」
の
に
対
し
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﹇D
avis, 1996: 1 

／
一
〇
﹈、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
無
限
」
に
「
他
な
る
も
の
」
の
思
想
を
「
倫
理
」
と
し
て
対
置
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

「
源
泉
」
に
あ
る
の
が
、「
他
人
」
の
「
顔
」、
そ
し
て
そ
れ
に
「
応
答
す
る
」
と
い
う
主
体
の
「
責
任
」
と
い
う
発
想
だ
﹇
佐
藤
、2000

﹈。

こ
う
し
た
〈
他
者
の
倫
理
〉
の
思
想
は
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
後
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
お
け
る
「
人
間
」
の
復
興
や
﹇
岩
田
、

1994:

二
三
六
﹈、「
生
き
延
び
た
者
」
と
し
て
の
「
倫
理
」
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
﹇
熊
野
、1999: 

vii-viii, 
cf.

横
地
、2015; 

Sebbah, 2018

﹈。

　

し
か
し
、〈
他
者
の
倫
理
〉
と
い
う
展
望
の
も
と
に
実
際
に
『
全
体
性
と
無
限
』
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
、
幾
度
も
つ
ま
ず
か
ざ
る
を

え
な
い
。

　

試
み
に
同
書
の
内
部
に
若
干
入
っ
て
み
よ
う
。『
全
体
性
と
無
限
』
は
四
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
確
か
に
第
一
部
で
は
、「
全
体
性
」

と
「
無
限
」、「
同
」
と
「
他
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
図
式
が
示
さ
れ
る
が
、
さ
っ
そ
く
第
二
部
に
難
関
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
倫
理
」

は
ま
っ
た
く
扱
わ
れ
ず
、「
他
」
を
吸
収
し
我
が
物
と
す
る

―
そ
れ
を
味
わ
っ
て
楽
し
む
と
い
う
意
味
で
「
享
受
」
す
る

―
自
我
の

あ
り
方
が
展
開
さ
れ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
「
自
我
論
」
は
、〈
他
者
の
倫
理
〉
が
否
定
し
て
乗
り
越
え
る
対
象
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の

か
。
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
享
受
の
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
。「
享
受
」
と
「
倫
理
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
か
。
こ
う
し
た
疑

問
が
当
然
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
部
後
半
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
は
、「
顔
」
と
の
関
係
や
「
応
答
可
能
性
＝
責
任
」
の

概
念
が
本
格
的
に
提
示
さ
れ
る
た
め
に
、
束
の
間
の
安
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
第
四
部
で
さ
ら
な
る
ど
ん
で
ん
返
し
が
待

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
エ
ロ
ス
」
や
「
繁
殖
性
」
と
い
う
謎
め
い
た
語
彙
で
も
っ
て
「
顔
の
彼
方
」
が
扱
わ
れ
る
の
だ
が
、
な
ん
と
、

そ
の
主
題
は
、「〈
他
人
〉
が
他
性
を
保
ち
つ
つ
も
欲
求
の
対
象
と
し
て
現
れ
る
可
能
性
、
あ
る
い
は
〈
他
人
〉
を
享
受
す
る
可
能
性
」

（T
I, 285

／
四
五
八
）、
つ
ま
り
再
び
「
他
者
」
を
我
が
物
に
す
る
可
能
性
な
の
だ
。
ど
う
し
て
「
顔
」
へ
の
「
応
答
可
能
性
＝
責
任
」
を

説
く
書
物
が
、「
顔
の
彼
方
」
に
ま
で
歩
を
進
め
、〈
他
者
の
倫
理
〉
を
撤
回
す
る
よ
う
な
議
論
で
論
を
閉
じ
る
の
か
。
本
当
に
、『
全
体

性
と
無
限
』
の
主
題
は
〈
他
者
の
倫
理
〉
な
の
か
…
…
。
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方
法
論
的
な
観
点
か
ら
も
疑
問
が
残
る
。
も
と
も
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
紹
介

者
と
し
て
出
発
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
で
両
者
の
批
判
を
辞
さ
な
い
と
は
い
え
、
自
ら
の
方
法
論
が
現
象
学
に
あ
る

と
謳
い
続
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
忠
実
な
現
象
学
研
究
者
だ
と
い
う
よ
り
も
そ
の
刷
新
や
独
創
的
な
展
開
を
目
指
し
た

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
）
1
（
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
現
象
学
と
は
、
主
体
に
「
現
れ
る
も
の
」、
主
体
が
「
経
験
」
で
き
る
も
の
を
対
象
に

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
た
は
ず
だ
。「
顔
」
を
「
見
え
な
い
も
の
」、「
現
れ
な
い
も
の
」
と
呼
び
、
さ
ら
に
は
「
絶
対
的
な
も
の
」

「
啓
示
」
と
い
っ
た
神
学
的
な
語
彙
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
そ
の
思
想
は
、
は
た
し
て
「
現
象
学
」
と
呼
び
う
る
の
か
﹇cf. 

Janicaud, 1991: chap.2;
関
根
、2007

﹈。
あ
る
い
は
、「
エ
ロ
ス
」
論
で
閉
じ
ら
れ
る
書
物
の
構
成
は
、
ま
る
で
「
家
族
」
か
ら
「
社
会
」

を
経
て
「
国
家
」
に
い
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
道
程
を
反
転
さ
せ
、「
責
任
」
論
を
「
親
密
圏
」
へ
と
回
収
さ
せ
て
し
ま
う
形
而
上

学
的
な
物
語
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
対
面
関
係
の
倫
理
性
を
重
視
す
る
は
ず
の
著
作
が
、
こ
う
し
た
親
密
圏
の
称
揚
で
締
め
く
く
ら
れ
る

の
は
ど
う
い
う
わ
け
な
の
か
﹇
井
上
、1999:
二
二
八
﹈。
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
思
想

の
復
興
の
一
翼
を
担
っ
た
と
評
さ
れ
、「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
が
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
、
と
く
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
超
越
神
の
信

仰
の
現
代
的
継
承
で
あ
る
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
﹇
岩
田
、1994:

二
〇
三; 

cf.

哲
学
会
、2006

﹈。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
伝
統
や
信

仰
を
共
有
し
な
い
者
は
、
そ
の
「
哲
学
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。『
全
体
性
と
無
限
』
は
、
倫
理
学
な
の
か
、

現
象
学
な
の
か
、
形
而
上
学
な
の
か
、
ユ
ダ
ヤ
思
想
な
の
か
。

『
全
体
性
と
無
限
』
お
よ
び
そ
れ
に
い
た
る
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
を
全
体
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
こ

れ
ら
の
問
い
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
本
書
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
読
み
は
じ
め
そ
し
て
つ
ま
ず
く
誰
し
も
が
抱
く

こ
れ
ら
の
問
い
を
念
頭
に
、
第
一
に
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
い
た
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
の
形
成
過
程
に
焦
点
を
当
て
、
第
二
に
、
同
書

の
全
体
の
構
成
に
目
を
配
る
こ
と
で
、
こ
の
著
作
の
総
合
的
な
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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た
だ
し
、
ど
れ
ほ
ど
意
外
に
見
え
る
と
し
て
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
て
の
中
核

0

0

に
あ
っ
た
の
は
、「
顔
」
に
対
す
る
主
体
の
「
責
任
」

を
打
ち
立
て
る
〈
他
者
の
倫
理

0

0

0

0

0

〉
で
は
な
い

0

0

0

0

―
こ
れ
が
本
書
の
第
一
の
読
解
方
針
だ
。
む
し
ろ
〈
他
者
の
倫
理
〉
と
い
う
思
想
の
典
型

を
と
り
わ
け
『
全
体
性
と
無
限
』
の
な
か
に
認
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
が
、
同
書
の
理
解
を
い
っ
そ
う
困
難
に
し
て
き
た
と
す
ら
言
え

る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
そ
の
思
想
を
最
初
期
か
ら
辿
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
な
か
で
、
中
核
的
で
は
な
く
と
も
確
か
に
見
ら
れ
る
〈
顔
の

倫
理
〉
と
い
う
発
想
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
の
か
、
そ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る

か
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
以
降
に
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
再
建
を
図
り
、
そ
れ
を
西
洋
哲
学

―
と
り
わ
け
現
象
学

―
に
接
ぎ
木
し

た
、
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
、
事
後
的
に
、
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
評
価
も
可
能
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
そ
れ
を
企
て
よ
う
と
し
て
い
た
と
は
言
い
に
く
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
全
体
性
と
無
限
』
の
執
筆
に
並
行
し
て
、
東
方

イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
師
範
学
校
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
教
員
養
成
機
関
の
校
長
を
務
め
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
い
て
多
く
の
文
章
を
残
し
て
い
る
し
、

ま
た
そ
の
哲
学
思
想
に
は
多
種
多
様
な
仕
方
で
ユ
ダ
ヤ
思
想
の
影
響
と
呼
び
う
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
も
無
視
で
き
な
い
が
、
そ
れ
を
本
格
的
に
扱
う
こ
と
は
本
書
の
枠
組
み
を
大
き
く
超
え
出
て

し
ま
う
。
本
書
の
続
編
と
な
る
次
著
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
哲
学
」
を
主
題
と
す
る
本
書
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
針
を
立
て
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲

学
に
ユ
ダ
ヤ
教
の
思
想
の
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自
ら
の
思
想
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
」
哲
学
と
し
て
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（Poirié, 

111

／

一
四
七
）。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
哲
学
」
は
、「
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
」
に
よ
っ
て
「
例
証
」
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
知

ら
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
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
と
し
て
、
あ
く
ま
で
「
客
観
的
に
伝
達
可
能
な
理
解
可
能
性
」
を
有
し
た
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
は
ず
だ
（Po-
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irié, 
110

／
一
四
七
）。
三
木
清
は
か
つ
て
西
田
哲
学
に
つ
い
て
、
東
洋
思
想
や
日
本
思
想
と
し
て
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
そ
れ
自

体
は
「
日
本
に
於
い
て
作
ら
れ
た
独
創
的
な
哲
学
」
と
み
な
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
た
が
﹇
三
木
、1936

﹈、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
に
つ
い
て

も
、
同
様
に
し
て
「
ユ
ダ
ヤ
思
想
」
と
は
一
旦
切
り
離
し
た
「
独
創
的
な
哲
学
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
終
的
に
本
書
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
て
」、
そ
れ
は
、
人
間
の
存
在
様
態
を
、
単
に
経
験
的
に
記
述

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
条
件
を
な
す
根
源
的
な
次
元
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
多
層
的
に
描
き
出
す
こ
と
だ
。
後
年
に
ど
れ

ほ
ど
「
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
」
を
自
ら
の
哲
学
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
よ
う
と
も
、『
全
体
性
と
無
限
』
ま
で
は
、
人
間
の

「
存
在
す
る
こ
と
」
の
多
層
性
の
考
察
こ
そ
が
中
心
的
な
主
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
名
詞
的
・
実
体
的
な
概
念
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
場
合

に
よ
っ
て
は
価
値
論
的
な
理
解
を
誘
う
「
存
在
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
、
動
詞
的
・
力
動
的
な
出
来
事
と
し
て
の
「
存
在
す

る
こ
と
」
だ
。

　

方
法
論
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
ど
れ
だ
け
特
異
な
も
の
で
あ
っ
て
も
現
象
学
だ
。

　

一
九
二
〇
年
代
後
半
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
自
ら
の
指
針
を
見
出
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
示
し
た
実
存
論
的
分
析
論
に
ど
こ
ま
で
も

惹
か
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
両
者
か
ら
「
志
向
性
」
お
よ
び
「
超
越
」
と
い
う
考
え
を
借
り
受
け
た
。「
人
間
に
お
い
て
こ
の
う
え
も
な

く
具
体
的
な
も
の
、
そ
れ
は
人
間
の
自
分
自
身
に
対
す
る
超
越
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
現
象
学
者
た
ち
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
志
向

性
で
あ
る
」（IH

, 
85 

／
八
五
）
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
述
べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
に
見
る
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、「
人
間
」
が

「
存
在
す
る
」
あ
る
い
は
「
実
存
す
る
」
と
い
う
事
態
を
、
な
ん
ら
か
の
実
体
を
想
定
し
た
静
態
的
な
実
在
性
と
し
て
で
は
な
く
、〈
な

に
か
を
志
向
し
て
い
る
（
向
か
っ
て
い
る
）〉、〈
自
ら
を
超
越
し
て
い
る
〉
と
い
う
動
的
な
出
来
事
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。
外
部

か
ら
俯
瞰
的
な
か
た
ち
で
観
察
し
評
価
で
き
る
よ
う
な
存
在
様
態
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
私
」
が
、
そ
の
都
度
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
の

な
か
に
置
か
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
と
接
触
し
な
が
ら
存
在
す
る
そ
の
仕
方
の
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
た
と
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え
ば
人
類
学
者
が
あ
れ
こ
れ
の
部
族
の
な
か
に
入
っ
て
そ
の
具
体
的
な
生
活
の
仕
方
を
観
察
し
た
り
、
社
会
学
者
が
あ
れ
こ
れ
の
現
場
に

入
っ
て
い
っ
て
、
あ
え
て
当
事
者
と
し
て
そ
の
現
場
の
生
を
体
験
し
て
み
る
「
参
与
観
察
」
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
う
し
た
「
人
間
」
の
存
在
様
態
の
記
述
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
「
現
象
学
的
方
法
」
の
功
績
と
し
て
認
め
、

自
ら
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

別
の
言
葉
で
は
、
そ
れ
は
「
意
味
」
な
い
し
「
感
覚
」
の
問
題
で
あ
る
。
後
年
の
対
話
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
象
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
生
き
た
経
験
の
な
か
に
意
味
＝
感
覚
（sens

）
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
意
識
と
は
、
意
識
の
外
部
の
対
象
、
意
識
と
は
異
な
る
対
象
と
つ
ね
に
接
触
す
る
志
向
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。〔
…
〕
現
象
学
と
は
、
私
た
ち
が
世
界
に
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
も
の
、
私
た
ち
の
生
き
ら
れ
た
世
界
（Leb-

ensw
elt

）
に
お
け
る
意
味
（sens
）
の
起
源
を
取
り
戻
せ
る
よ
う
省
察
す
る
こ
と
（sich 

besinnen

）
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹇Levinas, 1995: 180.

強
調
は
引
用
者
﹈

フ
ラ
ン
ス
語
のsens

に
は
多
く
の
意
味
が
あ
る
。「
多
く
の
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
と
き
の
「
意
味
」、「
感
じ
る
こ
と
（sentir

）」
と
し

て
の
「
感
覚
」、
さ
ら
に
は
「
方
向
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
は
、「
人
間
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
の
な
か
で
と
り
も

つ
「
経
験
」
に
お
い
て
、
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
のsens
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ

で
、sens

と
は
、「
生
き
た
経
験
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
「
意
識
の
外
部
」
に
「
志
向
」
的
に
伸
び
て
ゆ
き
、「
意
識
と

は
異
な
る
対
象
」
に
「
接
触
」
す
る
と
き
に
生
じ
る
も
の
と
も
言
え
る
。
あ
る
も
の
に
触
れ
て
感
じ
る
こ
と
、
空
気
を
吸
い
込
ん
で
匂
い

を
味
わ
う
こ
と
、
素
晴
ら
し
い
も
の
を
見
て
「
目
を
保
養
」
す
る
こ
と
、
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
に
触
れ
「
そ
れ
は
何
？
」
と
尋
ね
、
そ

の
「
意
味
」
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
…
…
こ
れ
ら
の
各
々
に
お
い
てsens

は
、「
感
知
器
官
」
を
意
味
す
る
同
根
の
語
で
あ
る
セ
ン
サ
ー
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（sensor

）
が
如
実
に
示
す
よ
う
に
、「
人
間
」
と
そ
の
「
外
部
」
と
の
接
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

触
面
で
生
じ
る
も
の
だ
。「
人
間
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
と

触
れ
た
と
き
に
生
じ
る
「
感
覚
＝
意
味
」、
そ
れ
は
対
象
に
応
じ
て
も
異
な
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
世
界
に
お
い
て
も
異

な
る
だ
ろ
う
。
リ
ン
ゴ
を
見
る
と
き
、
匂
い
を
嗅
ぐ
と
き
、
食
べ
る
と
き
、
本
が
閉
じ
な
い
よ
う
に
重
し
に
使
う
と
き
、「
私
」
と
そ
の

リ
ン
ゴ
の
関
係
、「
私
」
に
と
っ
て
そ
の
と
き
ど
き
の
リ
ン
ゴ
が
も
つsens

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
だ
ろ
う
。
リ
ン
ゴ
と
の
「
接
触
」
の
仕

方
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
か
ら
だ
。「
感
覚
＝
意
味
（sens

）」
を
通
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
接
触
」
の
様
態
が
、
つ
ね
に
す
で
に
「
人
間
」
の

「
存
在
す
る
こ
と
」
の
あ
り
方
を
構
成
し
て
い
る

―
こ
れ
が
現
象
学
者
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
確
信
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

本
書
の
仮
説
は
、
こ
の
よ
う
な
「
志
向
的
＝
超
越
的
」
に
理
解
さ
れ
た
「
人
間
」
の
「
実
存
す
る
こ
と
」
の
多
様
性
を
描
き
だ
す
こ
と
、

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
世
界
と
の
接
触
」
に
お
け
る
「
感
覚
＝
意
味
」
の
多
層
性
を
描
き
出
す
こ
と
こ
そ
が
、『
全
体
性
と
無
限
』
の

課
題
だ
と
い
う
点
に
あ
）
2
（

る
。
同
書
第
二
部
に
お
け
る
糧
の
「
享
受
」、
第
三
部
に
お
け
る
「
顔
」
へ
の
応
答
可
能
性
と
し
て
の
「
責
任
」、

第
四
部
に
お
け
る
「
女
性
的
な
も
の
」
に
対
す
る
「
欲
望
」、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
し
た
諸
相
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
本

書
の
立
場
か
ら
は
、〈
顔
の
倫
理
〉
も
そ
う
し
た
諸
相
の
う
ち
の
一
つ

―
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
独
創
性
に
あ
ふ
れ
た
考
え
で
あ
る
こ

と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
と
は
い
え
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
て
を
全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
は
中
心
的
と
は
言
え
な
い
一
つ

―
と
な
る
。

　

本
書
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
で
き
る
か
ぎ
り
時
系
列
に
従
っ
た
分
析
を
試
み
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
思
想
が
形
成
さ

れ
た
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
、『
全
体
性
と
無
限
』
以
降
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
「
転
回
」
な
い
し
「
展
開
」
を
見

せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
て
お
）
3
（

き
、
本
書
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。

　

た
だ
し
本
書
が
以
上
の
読
解
指
針
を
と
る
か
ら
と
い
っ
て
、
王
道
的
な
理
解
に
異
議
を
唱
え
、
奇
を
て
ら
っ
た
解
釈
を
提
示
し
た
い
わ

け
で
は
な
い
。
本
書
の
主
張
は
、
け
っ
し
て
筆
者
が
独
力
で
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
昨
今
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

を
め
ぐ
る
資
料
状
況
の
変
化
、
そ
れ
に
伴
う
研
究
動
向
の
推
移
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。
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振
り
返
る
な
ら
、『
全
体
性
と
無
限
』
は
最
初
か
ら
〈
他
者
の
倫
理
〉
の
著
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

東
方
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
師
範
学
校
と
い
う
い
わ
ば
外
国
人
学
校
の
校
長
職
を
主
な
肩
書
き
と
し
、
定
期
的
に
で
は
あ
る
が
非
常
勤
講
師
の

よ
う
な
か
た
ち
で
、
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
と
い
う
い
わ
ば
非
認
可
の
教
育
施
設
で
講
師
を
し
て
い
た
だ
け
の
こ
の
在
野
の
思
想
家
の
国
家
博

士
論
文
は
、
そ
も
そ
も
読
ま
れ
て

0

0

0

0

す
ら
い
な
か
っ
た
。
ジ
ャ
ン=

リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
界
隈
に
あ

っ
て
も
同
書
の
「
受
容
に
あ
た
っ
て
は
驚
く
べ
き
遅
れ
」
が
あ
っ
た
﹇M

arion, 2015: 11 

﹈。

　

も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
仏
訳
者
に
し
て
、『
直
観
の
理
論
』
お
よ
び
『
実
存
の
発
見
』
を
通
じ
て
フ
ッ

サ
ー
ル
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
を
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
し
た
功
績
は
専
門
筋
か
ら
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
マ
リ
オ
ン
の
証

言
に
よ
れ
ば
『
全
体
性
と
無
限
』
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
は
「
驚
嘆
す
べ
き
無
関
心
と
沈
黙
の
尊
敬
」
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
「
き
わ
め
て
重
要
で
、
か
な
り
難
解
な
真
の
哲
学
者
」
と
し
て
は
認
識
さ
れ
る
も
の
の
、「
遠
く
か
ら
尊
敬
」
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、

そ
の
哲
学
的
な
主
張
が
そ
れ
自
体
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
の
に
か
な
り
の
年
月
を
要
し
た
と
い
う
の
だ
。

『
全
体
性
と
無
限
』
の
解
釈
史
を
こ
こ
で
紐
解
く
余
裕
は
な
い
）
4
（
が
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
と
い
う
注
目
す

べ
き
例
外
を
除
く
と
、
公
刊
直
後
は
、
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
必
携
』
序
文
で
サ

イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
﹇Critchley, 

2002: 
2 

﹈、
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
デ
コ
ン
ブ
が
一
九
三
三
年
か
ら
七
八
年
ま
で 

の
フ
ラ
ン
ス
現
代
哲
学
の
展
開
を
ま
と
め
た
『
同
と
他

―
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
四
五
年
』﹇D

escom
bes, 

1979

﹈
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
と
り
わ
け
現
象
学
の
領
域
で
は
最
初
期
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
注
目
を
し
て
い
た
研
究
者
は

い
た
し
（
た
だ
し
彼
ら
は
〈
他
者
の
倫
理
〉
よ
り
「
超
越
」
概
念
を
重
視
し
て
い
た
）﹇cf. 

Forthom
m
e, 

1979; 
Ciaram

elli, 
1989; 

Féron, 

1992

﹈、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
ユ
ダ
ヤ
思
想
へ
の
誘
い
を
受
け
た
研
究
者
も
少
な
く
な
）
5
（

い
。
ま
た
、
継
続
的
に
関
係
を
も
っ
て
い
た
カ
ト
リ

ッ
ク
の
研
究
者
た
ち
と
の
交
流
も
見
逃
せ
な
い
。
け
れ
ど
も
、〈
他
者
の
倫
理
〉
は
お
ろ
か
、
そ
の
名
前
す
ら
広
く
知
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
で
す
ら
八
〇
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
六
八
年
五

月
〉
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
い
く
ら
か
の
社
会
思
想
史
的
な
背
景
も
無
関
係
で
は
な
い
）
6
（
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
九
八
〇
年
以
降
、

い
く
つ
か
の
論
集
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
と
し
）
7
（

て
、
飛
躍
的
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
つ
い
て
の
研
究
が
増
え
て
ゆ
く
。
と
り
わ
け
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
自
身
に
よ
る
対
談
『
倫
理
と
無
限
』
の
ラ
ジ
オ
放
送
が
な
さ
れ
、
同
書
が
一
九
八
二
年
に
公
刊
さ
れ
て
以
降
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
の

受
容
が
加
速
し
て
ゆ
く
。
東
方
イ
ス
ラ
エ
リ
ッ
ト
師
範
学
校
の
教
え
子
に
あ
た
る
サ
ロ
モ
ン
・
マ
ル
カ
に
よ
る
一
九
八
四
年
の
解
説
書

『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
読
む
』﹇M

arka, 1994

﹈、
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
『
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

―
あ
な
た
は
誰
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル

が
つ
い
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ポ
ワ
リ
エ
と
の
一
九
八
七
年
の
対
談
本
（『
暴
力
と
聖
性
』）
な
ど
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
人
と
な
り
も

徐
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
八
〇
年
代
後
半
か
ら
は
既
刊
著
作
も
続
々
と
普
及
版
と
し
て
文
庫
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
な
か

で
、
一
九
八
六
年
に
ス
リ
ジ
ー
・
ラ
サ
ー
ル
に
て
開
か
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
め
ぐ
る
は
じ
め
て
の
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
「
第
一
哲

学
と
し
て
の
倫
理
」
と
題
さ
れ
た
こ
と
は
﹇Greisch et Rolland, 1993

﹈、「
倫
理
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
定
着
に
貢
献
し
た
に
ち
が
い

な
い
。

　

英
語
圏
に
お
い
て
も
、
同
じ
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
」
を
冠
す
る
論
集
に
よ
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
の
導
入
が
は
じ
ま
る
﹇Pep-

erzak, 1992; M
anning, 1993

﹈。
と
り
わ
け
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
脱
構
築
思
想
が
英
米
の
哲
学
研
究
の
一
部
の
な
か
で
注
目
さ
れ
て

以
降
、
英
語
圏
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
お
よ
び
デ
リ
ダ
研
究
の
中
核
を
担
っ
た
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
の
『
脱
構
築
の
倫
理

―
デ
リ
ダ

と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』
の
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
す
る
よ
う
に
﹇Critchley, 

1992

﹈、
い
わ
ゆ
る
デ
リ
ダ
に
お
け
る
「
倫
理
的
転
回
」
に
伴
走
す
る

か
た
ち
で
、〈
他
者
の
倫
理
〉
と
し
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
い
う
像
が
定
着
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
受
容
史
を
足
早
に
振
り
返
っ
て
確
認
で
き
る
の
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
と
い
う
第
一
の
主
著
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
読
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
す
で
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
が
全
体
と
し
て
完
成
し
た
地
点
か
ら
振
り
返
る
か
た
ち
で
意

味
づ
け
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
ふ
つ
う
は
「
第
一
の
」
と
は
、「
第
二
の
」
も
の
が
出
て
こ
な
い
か
ぎ
り
は
そ
う
言
わ
れ
な
い
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が
、『
全
体
性
と
無
限
』
は
最
初
か
ら
「
第
一
の
」、
あ
る
い
は
「
中
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
」
の
主
著
と
し
て
読
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
他
者
の
倫
理
〉
と
し
て
『
全
体
性
と
無
限
』
を
読
む
と
い
う
方
向
性
も
、
そ
う
し
た
姿
勢
に
多
分
に
基
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
中
葉
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
世
界
各
地
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
生
誕
一
〇
〇
周
年
を
祝
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ど
が
開
か
れ
た
が
﹇cf. Cohen-Levinas et Clém

ent, 2007; Burggraeve, 2012a; Burggraeve, 2012b

﹈、
こ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
全

体
の
読
み
直
し
の
契
機
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
五
年
後
の
二
〇
一
一
年
の
『
全
体
性
と
無
限
』
公
刊
五
〇
周
年
の
際
に
は
、
日
本
を
含
む

各
地
で
同
著
を
主
題
と
し
た
催
し
が
開
か
れ
た
り
、
論
集
が
公
刊
さ
れ
た
﹇Cohen-Levinas, 2011a; D

avidson and Perpich, 2012;

合
田
、

2014; Cohen-Levinas et Schnell, 2015; H
oppenot, 2017

﹈。
こ
う
し
た
な
か
で
『
全
体
性
と
無
限
』
を
主
題
的
に
再
読
す
る
機
運
が
い

っ
そ
う
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

も
う
一
つ
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
開
始
し
た
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
著
作
集
』
の
公
刊
で
あ
る
。
現
在
ま
で
、

未
発
表
資
料
を
中
心
に
三
巻
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
第
一
巻
に
は
、
と
り
わ
け
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
概
ね
一
九
四
〇
年
か
ら
四
五
年

の
あ
い
だ
に
書
か
れ
た
七
冊
分
の
「
捕
囚
手
帳
」
に
加
え
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
時
期
ま
で
の
、
招
待
状
の
裏
紙
な
ど
に
書
き
記
さ
れ

た
「
哲
学
雑
記
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
二
巻
に
は
、
こ
れ
も
戦
後
か
ら
ほ
ぼ
『
全
体
性
と
無
限
』
が
完
成
さ
れ
る
時
期
ま
で
基
本
的

に
毎
年
一
度
行
な
わ
れ
て
い
た
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
と
い
う
機
関
で
の
講
演
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
三
巻
に
は
、
大
戦
中
に
構
想
さ
れ

た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
二
つ
の
未
完
小
説
の
原
稿
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
は
、
既
刊
著
作
に
す
で
に
現
れ
る
表
現
や
思
考
の
形

跡
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
発
想
や
、
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
連
関
な
ど
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
本
人
が
公
刊
を
決
断
し
な
か
っ
た
資
料
や
メ
モ
書
き
か
ら
、
哲
学
者
本
人
の
秘
め
ら
れ
た
思
想

や
真
意
の
よ
う
な
も
の
を
推
し
量
れ
る
と
す
る
の
は
牽
強
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
と
既
刊
著
作
と
を
付
き
合
わ

せ
る
こ
と
で
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
向
け
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
歩
み
の
全
体
像
が

―
こ
れ
ま
で
見
逃
さ
れ
て
い
た
り
見
誤
ら
れ
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て
き
た
り
し
て
い
た
風
景
と
と
も
に

―
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
著
作
集
公
刊
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
に
さ
ま
ざ
ま
な
新
た
な
波
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
捕
囚
」

を
主
題
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
が
出
さ
れ
﹇Cohen-Levinas, 2011b; H
ousset et Calin, 2012;

渡
名
喜
、2015; Sebbah, 2018

﹈、
そ
の

な
か
で
新
た
な
テ
ー
マ
が
提
示
さ
れ
た
り
、
従
来
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
新
た
な
視
角
が
も
た
ら
さ
れ
た
り
し
た
。
な
か
で
も
、「
音
の

現
象
学
」﹇cf. A

rbib, 2012; A
rbib, 2014; Richter, 2014

﹈、
さ
ら
に
は
『
全
体
性
と
無
限
』
公
刊
直
後
か
ら
関
心
を
寄
せ
『
存
在
の
彼

方
へ
』
へ
と
結
実
す
る
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
重
要
だ
ろ
う
﹇Calin, 2012; Faessler, 2012; del M

astro, 2012;

関
根
、

2013; Pavan, 2014;

犬
飼
、2019

﹈。
従
来
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、「
糧
」
を
は
じ
め
新
た
な
検
討
は
注
目
に
値
す
る

﹇Pelluchon, 2012; Pelluchon, 2015

﹈。
と
り
わ
け
、
こ
う
し
た
新
た
な
研
究
状
況
を
十
分
に
踏
ま
え
た
ラ
ウ
ル
・
モ
ア
テ
ィ
お
よ
び
ダ

ン
・
ア
ル
ビ
ブ
に
よ
る
『
全
体
性
と
無
限
』
の
総
合
的
な
解
釈
の
試
み
は
、
今
後
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
に
と
っ
て
必
読
文
献
と
言
え
る

﹇M
oati, 2012; A

rbib, 2014

﹈。

　

本
書
に
関
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ど
の
よ
う
に
距
離
を
取
る
か
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
心
の
主
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い

が
、『
著
作
集
』
第
二
巻
の
編
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
な
か
で
も
「
被
投
性
」
に
対
す
る
批
判
的
検
討
こ
そ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
に
唯
一
対
置
さ
れ
る
に
値
す
る
と
言
わ
れ
る
「
新
た
な
視
点
」
が
ど
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
の
か
を
理
解
さ
せ
て
く
れ

る
」
こ
と
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
（O

2, 
24 

／
二
〇
）。
本
書
も
折
に
触
れ
て
注
目
す
る
よ
う
に
、「
捕
囚
手
帳
」
か
ら
哲

学
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
連
続
講
演
を
通
じ
『
全
体
性
と
無
限
』
最
終
部
に
い
た
る
ま
で
に
、「
被
投
性
か
繁
殖
性
か
」
と
い
う
問
い
こ
そ
が
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
索
の
展
開
を
導
い
て
き
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
﹇cf.

渡
名
喜
、2016b

﹈。

　

第
二
に
、『
著
作
集
』
全
体
の
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、「
エ
ロ
ス
」
の
問
題
が
四
〇
年
代
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関

心
の
中
心
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
だ
﹇cf. N

ancy, 2011
﹈。『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
お
よ
び
『
時
間
と
他
な
る
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も
の
』
の
末
尾
で
示
唆
さ
れ
る
「
エ
ロ
ス
」
や
「
繁
殖
性
」
と
い
っ
た
概
念
は
、「
女
性
的
な
も
の
」
や
「
愛
撫
」
を
め
ぐ
る
そ
の
独
特

の
散
文
的
な
文
体
も
手
伝
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学

0

0

な
い
し
〈
他
者
の
倫
理
〉
に
と
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
収
ま
り
の
悪
い
も
の
と

映
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
と
り
わ
け
『
著
作
集
』
第
一
巻
「
捕
囚
手
帳
」
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
言
及
や
、
第
三
巻
で
の
小
説
『
エ
ロ

ス
』
の
発
見
は
、「
エ
ロ
ス
」
の
問
題
系
が
む
し
ろ
『
全
体
性
と
無
限
』
に
い
た
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
通
奏
低
音
を
な
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
と
す
ら
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

本
書
が
、「
人
間
な
る
も
の
」
と
い
う
手
垢
に
塗
れ
た
と
も
評
さ
れ
か
ね
な
い
テ
ー
マ
を
あ
え
て
主
軸
に
し
て
、
一
見
す
る
と
突
飛
な

解
釈
を
提
示
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
未
発
表
資
料
の
発
見
や
そ
れ
に
伴
う
研
究
動
向
の
変
化
を
背
景
に
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
を
読
み
進
め
る
に
つ
れ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
著
作
は
、
時
期
ご
と
に
独
立
し
た
仕
事
と
し
て
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
当
初
は
荒
削
り

で
途
中
で
い
く
ら
か
の
修
正
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
と
は
い
え
一
定
の
企
て
に
導
か
れ
て
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
た
。〈
顔
の
倫
理
〉
の
思
想
的
な
意
義
を
け
っ
し
て
低
く
見
積
も
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
『
全
体
性
と
無
限
』

ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
に
と
っ
て
は
、
そ
の
位
置
づ
け
を
相
対
化
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た

経
緯
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、『
全
体
性
と
無
限
』
と
い
う
著
作
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
自
身
が
公
刊
し
た

著
作
（『
直
観
の
理
論
』、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』、『
時
間
と
他
な
る
も
の
』、『
実
存
の
発
見
』）
と
並
ぶ
一
冊
の
独
立
し
た
理
論
書
と
い
う
よ

り
は
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
自
ら
の
哲
学
の
一
つ
の
集
大
成
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

本
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
展
望
の
も
と
、
お
お
よ
そ
時
系
列
に
沿
っ
た
五
つ
の
部
分
か
ら
論
を
進
め
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
三
〇
年
代
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
最
初
期
を
取
り
上
げ
、
現
象
学
、
ナ
チ
ズ
ム
、
ユ
ダ
ヤ
性
と
い
う
三
つ
の
主

題
の
あ
い
だ
を
巡
り
な
が
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
自
ら
の
哲
学
を
紡
ぎ
は
じ
め
る
様
を
検
討
す
る
。「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
会
い
に
行
き
ハ
イ
デ
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ガ
ー
を
見
つ
け
た
」
と
語
る
若
き
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
三
〇
年
代
初
頭
に
書
か
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
論
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
論
に
は
、
若
書
き
の

解
説
書
に
と
ど
ま
ら
な
い
独
自
の
思
想
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
具
体
的
な
生
」
の
「
豊
饒
さ
」
を
描
き
う
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在

論
の
ほ
う
に
可
能
性
を
見
て
と
っ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
当
時
台
頭
し
て
き
た
政
治
的
な
運
動
と
あ
る
種
の
「
精
神
性
」

を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
と
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
に
対
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
あ
く
ま
で
も
哲
学
的
な
分
析
を

試
み
る
。「
ヒ
ト
ラ
ー
主
義
」
が
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
に
対
し
て
強
い
る
「
決
定
的
」
な
「
繫
縛
」
と
い
う
問
題
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
存
在
論

的
な
次
元
ま
で
掘
り
下
げ
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
の
「
逃
走
」
な
い
し
「
解
放
」
の
可
能
性
を
探
し
出
そ
う
と
す
る
の
だ
。

　

第
Ⅱ
部
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
捕
囚
生
活
を
経
て
、
解
放
直
後
に
自
分
自
身
の
哲
学
を
開
陳
し
は
じ
め
る
過
程
を
追
う
。
捕

虜
収
容
所
の
な
か
で
綴
ら
れ
て
い
た
「
捕
囚
手
帳
」
の
公
刊
に
よ
り
、「
収
容
所
」
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
温
め

て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
、「
捕
囚
の
境
涯
」
で
準
備
さ
れ
た
と
告
げ
ら
れ
る
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
構
想
さ

れ
て
い
た
の
か
が
よ
う
や
く
見
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
捕
囚
手
帳
」
に
綴
ら
れ
た
「
私
の
哲

学
」
の
計
画
が
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
ば
か
り
で
な
く
『
全
体
性
と
無
限
』
に
い
た
る
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
的
企
て
の
ス
ケ

ッ
チ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
同
じ
時
期
に
書
か
れ
は
じ
め
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
に
よ
る
小
説
の
草
稿
に
も
目
を
配

る
こ
と
で
、
こ
の
企
て
が
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
四
〇
年
代
末
か
ら
五
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
『
全
体
性
と
無
限
』（
一
九
六
一
年
）
の
構
想
を
温
め
て
い
た

段
階
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
思
想
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
。『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
著
作
集
』
第
二
巻
の
公

刊
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
講
演
記
録
を
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
展
開
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
跡
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
焦
点
と
な
る
の
は
、
第
一
に
「
捕
囚
の
境
涯
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
哲
学
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

『
時
間
と
他
な
る
も
の
』（
一
九
四
七
年
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
定
式
化
さ
れ
て
ゆ
く
か
で
あ
る
。
第
二
に
、「
顔
」
の
「
倫

理
」
と
い
う
発
想
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
の
も
こ
の
時
期
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
顔
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
な
ぜ
要
請
さ
れ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
第
三
に
、『
実
存
の
発
見
』（
初
版
は
一
九
四
九
年
）
を
、
そ
の
も
と
と
な
る
講
演
原
稿
と
付
き
合
わ
せ
て
再

読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
独
自
の
思
想
の
内
容
を
固
め
は
じ
め
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
ど
の
よ
う
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い

た
の
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

第
Ⅳ
部
は
、
以
上
の
議
論
に
基
づ
き
、『
全
体
性
と
無
限
』
全
体
の
構
成
を
再
検
討
す
る
。
同
著
の
内
的
構
造
に
つ
い
て
、
第
二
部
の

「
享
受
」
の
自
我
、
第
三
部
の
「
顔
」
へ
の
「
応
答
可
能
性
＝
責
任
」、
第
四
部
の
「
女
性
的
な
も
の
」
へ
向
か
う
「
エ
ロ
ス
的
欲
望
」

の
関
係
を
「
超
越
」
と
「
内
在
」
の
弁
証
法
的
運
動
と
か
、
ジ
グ
ザ
グ
な
展
開
と
い
っ
た
か
た
ち
で
理
解
す
る
観
点
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
の
各
々
は
、
そ
う
し
た
発
展
図
式
に
基
づ
い
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
「
具
体
的
な
生
」

の
全
体
を
構
成
す
る
各
々
の
要
素
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ま
ず
第
一
章
で
は
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
倫
理
」
の
思
想
が
ど
の
よ
う
に
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
こ
れ
を
あ
ら
た
め
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
へ
の
批
判
お
よ
び

「
政
治
」
と
「
倫
理
」
の
対
置
か
ら
検
討
す
る
。
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
か
け
て
は
『
全
体
性
と
無
限
』
そ
れ
ぞ
れ
の
部
と
同
じ
テ
ー
マ

を
扱
い
、「
享
受
」、「
応
答
可
能
性
」、「
エ
ロ
ス
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
身
体
」、「
意
味
」、「
時
間
性
」
の
層
に
お
い
て
現
象
学
的
な
志
向

性
の
構
造
を
有
す
る
と
と
も
に
、
有
限
的
な
主
体
の
「
権
能
」
を
超
え
た
「
無
限
」
と
の
「
接
触
」
の
場
、
言
い
か
え
れ
ば
「
触
れ
る
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
の
接
触
」
の
場
（
な
い
し
感サ
ン
ス覚

）
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、『
全
体
性
と
無
限
』
と
い
う
奇
怪
な
書
物
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
最
初
期
か
ら
温
め
て
き
た
思
想
、
つ
ま
り
「
人
間
」
な

る
も
の
の
「
存
在
す
る
こ
と
」
の
「
意
味
」
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
影
響
下
）
8
（

で
、
と
は
い
え

そ
れ
を
独
自
の
仕
方
で
乗
り
越
え
る
気
概
を
保
ち
つ
つ
、
自
ら
が
練
り
上
げ
て
き
た
哲
学
体
系
を
開
陳
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
だ
ろ
う
。




