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．
導

入）
1
（

本
稿
は
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
中
期
の
主
著
『
全
体
性
と
無
限
』（
一

九
六
一
）
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
」
の
概
念
の
持
つ
意
義
を
明
確
化
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
『
人
間
的
実
存
と
超
越
』（
一
九
四

四
）
に
お
い
て
提
出
し
た
「
上
昇
超
越
（transascendance
）
／
下
降
超
越

（transdescendance

）」
と
い
う
着
想
か
ら
援
用
さ
れ
た
こ
の
概
念
は
、『
全

体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
形
而
上
学
的
欲
望
」
の
概
念
、
す
な
わ
ち
「
絶
対

的
に
他
な
る
も
の
」
と
人
間
存
在
の
間
の
「
分
離
」
を
指
示
す
る
語
で
あ
る
。

「
上
昇
超
越
」
の
概
念
が
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

理
論
の
う
ち
に
複
数
の
「
超
越
」
の
極
が
認
め
ら
れ
、
そ
う
し
た
互
い
に
異
な

る
極
へ
と
向
か
う
様
々
な
「
超
越
」
の
中
に
あ
っ
て
、「
絶
対
的
に
他
な
る
も

の
」
と
の
関
係
を
範
例
的
に
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
、
そ
の
概
念
規
定
を
詳
論
し
て

は
い
な
い
た
め
）
2
（

、
既
往
の
研
究
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
主
題
的
に
論
究
さ
れ
る

こ
と
は
稀
で
あ
る
）
3
（

。『
全
体
性
と
無
限
』
の
記
述
だ
け
か
ら
そ
の
意
義
を
解
明

す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
は
、「
上
昇
超
越
」

概
念
の
内
実
を
分
析
す
る
に
先
立
っ
て
、
主
に
一
九
五
〇
年
代
の
テ
ク
ス
ト
を

参
照
し
つ
つ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
別
の
「
超
越
」、
す
な
わ
ち
「
遡
行－

超
越
（retro-cendance

）」
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
我
々
は
、『
全

体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
上
昇
超
越
論
に
結
実
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
超
越
」

を
め
ぐ
る
議
論
の
企
図
を
、「
権
力

0

0

」
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
起
源

0

0

」
と0

の
関
係

0

0

0

を
思
考
す
る
こ
と
と
し
て
跡
付
け
、
次
い
で
、
こ
の
課
題
に
応
え
る
も

の
と
し
て
「
繁
殖
性
」
や
「
顔
」
や
「
教
え
」、
そ
し
て
「
無
限
の
観
念
」
と
い
っ

た
諸
々
の
鍵
語
が
鋳
造
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
上
で
、『
全
体
性
と

無
限
』
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
解
を
提
示
し
た
の
か

を
検
討
す
る
作
業
を
通
し
て
、「
上
昇
超
越
」
と
い
う
概
念
の
射
程
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
超
越

0

0

」
の
諸
相
を

0

0

0

0

論
じ
る
も
の
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。
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１

．
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
「
超
越
の
観
念
に
つ
い
て
」

　
　（
一
九
四
四
）
に
お
け
る
二
つ
の
「
超
越
」

ま
ず
は
一
連
の
考
察
の
出
発
点
と
な
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
上
昇
超
越
／
下
降
超

越
」
と
い
う
概
念
を
確
認
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
が
着
目
す
る
の
は
、
超
越
の
観
念

そ
れ
自
体
が
孕
む
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
構
造
で
あ
る
。「
運
動
と
し
て
の
超
越
が

終
着
点
と
し
て
の
超
越
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
な
ら
、
厳
密
に
言
っ
て
超
越
は

も
は
や
存
在
し
な
い
。
／
も
し
終
着
点
と
し
て
の
超
越
が
運
動
と
し
て
の
超
越

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
し
て
も
、
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
」（EH
T
, 35-36

）。
言

い
換
え
れ
ば
、
超
越
が
一
つ
の
措
定
さ
れ
た
終
着
点
を
目
指
す
超
越
な
ら
ば
、

そ
れ
は
も
は
や
超
越
で
は
な
い
し
、
反
対
に
超
越
の
終
着
点
が
運
動
と
し
て
規

定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
運
動
は
目テ

ロ

ス

的
＝
終
極
を
持
た
な
い
単
な
る
途
上
の

運
動
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
り
、
や
は
り
超
越
と
し
て
の
性
質
が
失
わ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
。
超
越
が
超
越
で
あ
る
限
り
、
超
越
の
先
に
あ
る
終
着
点
と
絶

え
ず
そ
れ
を
超
越
し
て
ゆ
く
運
動
と
い
う
二
つ
の
矛
盾
を
孕
ん
だ
要
素
が
同
居

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
越
の
こ
う
し
た
構
造
を
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
意
識

に
お
け
る
内
在
と
そ
の
超
越
と
い
う
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し

て
い
る
。
超
越
が
意
識
に
お
い
て
志
向
さ
れ
る
限
り
、
超
越
の
観
念
は
意
識
に

内
在
的
で
あ
り
、
観
念
は
そ
れ
自
身
超
越
と
の
隔
た
り
を
含
意
し
て
お
り
、
そ

れ
ゆ
え
「
も
し
も
我
々
が
超
越
に
到
達
す
る
な
ら
ば
、
意
識
は
消
失
す
る
」

（EH
T
, 36

）
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
的
実
存
と
超
越
と
の
関
係
は
、

無
意
識
に
お
け
る
超
越
へ
の
内
在
と
し
て
の
「
沈
潜
（im

m
ergence

）」

（EH
T
, 37

）
と
い
う
形
で
辛
う
じ
て
思
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ァ
ー
ル

に
よ
れ
ば
、「
沈
潜
」
と
し
て
の
超
越
と
の
関
係
は
、
あ
る
意
味
で
徹
底
的
な

内
在
、「
超
越
に
お
け
る
内
在
の
内
在
」（Ibid.

）
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
人
間
的
実
存
を
基
礎
付
け
る
上
方
の
神
へ
と
向
か
う

「
上
昇
超
越
」
と
、
人
間
的
実
存
の
下
部
に
あ
る
「
知
ら
れ
ざ
る
神
」
へ
と
向

か
う
「
下
降
超
越
」
と
い
う
「
超
越
の
諸
階
層
」
構
造
を
提
示
す
る
。

我
々
は
超
越
の
階
層
を
、
あ
る
い
は
ま
た
諸
階
層
を
す
ら
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
言
っ
て
良
け
れ
ば
、
下
方
へ
と
向
か
う
階
層
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
我
々
の
下
に
、
存
在
の
諸
基
底
に
知
ら
れ
ざ
る
神
を
提
示
す
る
と

き
に
ロ
レ
ン
ス
が
意
識
し
て
い
た
よ
う
な
階
層
で
あ
る
。
上
昇
超
越
だ
け

で
は
な
く
、
下
降
超
越
が
存
在
す
る
の
だ
。（Ibid.

）

ヴ
ァ
ー
ル
自
身
は
む
し
ろ
、「
上
昇
超
越
」
よ
り
も
「
下
降
超
越
」
の
側
に

積
極
的
な
可
能
性
を
認
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
お
そ
ら
く
最
も
偉
大
な
超

越
と
は
、
超
越
を
超
越
す
る
こ
と
に
存
す
る
超
越
、
つ
ま
り
は
内
在
に
再
び
陥

ち
込
む
超
越
で
あ
る
」（Ibid.

）。
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
、「
超
越
の
観
念
」
と

は
こ
の
よ
う
に
超
越
を
内
在
へ
と
転
じ
る
「
破
壊
的
な
観
念
」
で
あ
り
、
こ
う

し
た
評
価
の
背
景
に
は
、「
失
わ
れ
た
楽
園
」、「
今
は
な
き
現
前
と
そ
の
喪
失
」

と
い
っ
た
、
い
わ
ば
本
来
的
次
元
か
ら
の
堕
落
と
い
う
視
座
も
見
出
さ
れ
る

（EH
T
, 38

）。
ヴ
ァ
ー
ル
の
議
論
を
精
査
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
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た
め
こ
れ
以
上
は
検
討
し
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
複
数
の
超

0

0

0

0

越
の
極

0

0

0

、
あ
る
い
は
そ
の
倫
理
的
位
階
性

0

0

0

と
い
う
着
想
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思

考
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
）
4
（

。

２

．「
権
力
と
起
源
」
に
お
け
る
「
遡
行－

超
越
」
へ
の
批
判

前
章
で
は
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
／
下
降
超
越
」
の
概

念
を
概
観
し
た
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
上
昇
超
越
論
の
射
程
を
正
確
に
見
積
も
る

た
め
に
、
我
々
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
「
超
越
」
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
遡
行－

超
越
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
四
〇－

五
〇
年
代

の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
ほ
か
目
立
っ
た
使
用
例
の
な
い
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
概
念
だ

が
、
そ
こ
に
は
以
後
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
理
論
形
成
の
分
水
嶺
を
な
す
重
要
な
着

想
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
は
中
で
も
「
権
力
と
起
源
」（
一
九
四
九
）
の
第
二
講

演
に
お
け
る
使
用
例
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
一
九
四
九
年
に

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
主
宰
す
る
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
前
半
部
（
第
一
講
演
）
は
冒
頭
の
数
節
を
除
い
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
「
記

述
か
ら
実
存
へ
」
と
し
て
『
フ
ッ
サ
ー
ル
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
共
に
実
存
を
発
見

し
つ
つ
』（
初
版
は
一
九
四
九
年
、
そ
の
後
五
〇
年
代
以
降
の
テ
ク
ス
ト
を
追

加
し
て
六
七
年
に
増
補
再
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
「
第
一
講
演
」

の
論
旨
か
ら
見
て
行
こ
う
。

２－

１
．
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
か
ら
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る

「
実
存
の
哲
学
」
へ

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
ず
現
象
学
の
「
記
述
」
的
ス
タ
イ
ル
の
意
義
を
、「
感
性

的
知
覚
の
綜
合
の
未
完
成
的
性
格
」（ED

E, 130

）
の
尊
重
と
い
う
点
に
見
出

す
。
古
典
的
な
観
念
論
が
「
完
全
者
の
観
念
」
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認

識
の
有
限
性
を
画
定
す
る
の
に
対
し
て
、
現
象
学
は
上
位
の
項
を
参
照
す
る
こ

と
な
し
に
「
有
限
者
の
意
味
を
有
限
者
自
身
の
う
ち
に
探
究
す
る
」（ED

E, 

131

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
も
ま
た
、「
存
在
」
と
い
う
特
権
的
な
次
元
を
探

究
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
「
通
路
」
は
あ
く
ま
で
も
「
人
間
存
在

の
具
体
的
出
来
事
」
な
の
で
あ
る
（ED

E, 134

）。

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
非
本
来
的
実
存
か
ら
本
来
的
実
存
へ
の
歩
程
は

〔
…
〕
当
の
非
本
来
的
実
存
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
」（Ibid.

）。
観

念
論
が
「
私コ

ギ

ト

は
思
考
す
る
」
と
い
う
特
権
的
な
瞬
間
に
お
い
て
、
存
在
と
そ
れ

を
基
礎
付
け
る
も
の
の
結
び
つ
き
を
確
証
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現

象
学
が
開
い
た
新
た
な
動
向
は
、「
具
体
的
な
生
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
限
界
を

踏
み
越
え
な
い
生
の
本
質
的
出
来
事
」
に
お
い
て
存
在
を
探
究
す
る
（ED

E, 

138

）。
こ
こ
に
至
っ
て
「
思
考
」
と
は
、
も
は
や
完
全
者
の
明
証
性
に
基
礎
付

け
ら
れ
た
第
二
階
の
作
用
な
ど
で
は
な
い
。「
主
観
に
と
っ
て
思
考
す
る
と
い

う
作
用
は
実
存
す
る
と
い
う
作
用
と
等
価
」（ED

E, 140

）
な
の
だ
。
こ
こ
か
ら
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
存
在
す
る
こ
と
」
の
「
他
動
詞
的
」
性
格
と
呼
ぶ
も
の
が
露

わ
に
な
る
。
主
体
は
論
理
学
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、「
私
は
私
の
苦
痛

で
あ
る

0

0

0

＝
私
は
私
の
苦
痛
を
存
在
す
る

0

0

0

0

0

（Je suis m
a douleur

）」
と
い
う
よ
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う
に
、「
存
在
す
る
と
い
う
動
詞
は
つ
ね
に
一
つ
の
直
接
補
語
を
持
つ
」（Ibid.

）。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
新
し
さ
は
こ
の
よ
う
な
他
動
詞
的
な

「
存
在
す
る
こ
と
」
を
介
し
て
存
在
に
接
近
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
お
い
て
主
体
は
自
ら
の
有
限
性
を
単
に
「
思
考
す
る
」
の
で
は
な
く
専
ら

「
実
存
す
る
」。
か
く
し
て
存
在
論
は
「
実
存
の
哲
学
」
と
し
て
の
側
面
を
帯
び

る
こ
と
に
な
る
。

２－

２
．「
権
力
と
起
源
」
と
い
う
表
題
は
何
を
意
味
す
る
か

こ
う
し
た
幾
分
形
式
的
な
フ
ッ
サ
ー
ル－

ハ
イ
デ
ガ
ー
分
析
は
、
講
演
の
表

題
で
あ
る
「
権
力
と
起
源
」
と
い
う
観
点
に
お
い
て
意
義
を
も
つ
。
と
い
う
の

も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
伝
統
的
な
観
念
論
と
「
実
存
の
哲
学
」
の
間
の
差

異
は
、「
自
ら
の
誕
生
を
選
ん
で
い
な
い
と
い
う
事
実
（le fait que nous 

n ’avons pas choisi notre naissance

）」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
自
己
の
「
起

源
」
に
対
す
る
無
力
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
「
権
力
」
を
保
持
す
る
か
と
い
う

戦
略
上
の
差
異
と
し
て
現
れ
る
か
ら
だ
（Œ

2, 109-1

）
5
（11

）。
観
念
論
的
伝
統
は
、

一
言
で
い
え
ば
限
界
を
踏
み
越
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
「
起
源
に
対
す
る
無
力
」

を
克
服
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
的
な
想
起
も
デ
カ
ル
ト
的
な
無
限
の
観
念
も
、
主
体

の
起
源
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
完
全
者
と
の
関
係
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
権
力
」
を
保
持
す
る
。「
第
二
講
演
」
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
う
し
た

観
念
論
的
な
伝
統
の
在
り
方
を
「
遡
行－

超
越
」
の
語
に
よ
っ
て
規
定
す
る
。

理
性
と
し
て
の
権
力
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
人
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
実

存
す
る
こ
と
の
冒
険
の
外
部
に
身
を
置
く
こ
と
、
こ
の
冒
険
を
支
配
し
、

自
由
で
あ
る
こ
と
の
内
で
現
れ
た
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
、
遡
行－

超

越
と
し
て
、
自
ら
の
条
件
の
背
後
へ
の
後
退
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
無
限
の

観
念
の
所
有
と
し
て
、
そ
し
て
こ
の
観
念
か
ら
出
発
し
て
私
の
条
件
の
諸

限
界
を
跨
ぎ
越
す
こ
と
﹇
不
明
瞭
な
構
文
﹈、
絶
対
的
な
仕
方
で
意
識
化

し
う
る
こ
と
、
自
分
を
見
る
こ
と
と
し
て
現
れ
た
。（Œ

2, 133.

強
調
は

原
文
）

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル－

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
実
存
の
哲
学
」
は
「
具

体
的
な
生
」
の
水
準
に
留
ま
る
こ
と
で
、
観
念
論
的
な
権
力
か
ら
離
反
す
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
そ
の
意
義
は
「
状
況
の
外
部
に
自
ら
を
位
置
付
け
る
可

能
性
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
存
す
る
」（Œ

2, 133-134

）。
し
か
し
、

こ
の
「
実
存
の
哲
学
」
も
ま
た
「
権
力
の
観
念
を
放
棄
し
て
は
い
な
い
」
と
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
（Ibid.

）。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
と
観
念
論
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
の
は
「
死
」
の
位
置

付
け
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
』
が
説
く
の
は
霊
魂

の
不
死
性
で
あ
り
、「
死
」
は
身
体
に
つ
い
て
の
死

0

0

0

0

0

0

0

0

に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
死
は
そ
れ
自
身
が
生
と
の
円
環
を
な
し
、
本
来
の
生
は
よ
り
高
次
の
次

元
で
保
存
さ
れ
る
（ED

E, 147

）。
他
方
で
、
実
存
そ
の
も
の
の
有
限
性
に
留

ま
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
は
「
死
」
を
克
服
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
を

目
掛
け
て
投
企
す
る
。
こ
こ
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
新
た
な
「
権
力
」
の
形
態
を
見

て
取
る
。「
自
己
の
苦
痛
を
実
存
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
自
己
の
飢
え
を
実
存
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す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
自
己
の
喜
び
を
実
存
す
る
こ
と
が
〔
…
〕
そ
こ
で
自
己

を
超
越
す
る
こ
と
、
そ
こ
で
死
ぬ
こ
と
、
要
す
る
に
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
《
で

き
る
＝
権
力
》
を
意
味
す
る
の
は
、
無
へ
の
超
越
に
よ
っ
て
で
あ
る
」（ED

E, 

147-148
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
は
、
限
界
を
踏
み
越
え
、
よ
り
高
い
次
元
で

主
体
の
有
限
性
を
克
服
し
な
い
代
わ
り
に
、
主
体
の
根
本
的
な
有
限
性
を
そ
の

「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と
読
み
替
え
る
）
6
（

。「
実
存
の
《
で
き
る
＝
権
力
》
は
、

想
起
の
作
用
に
よ
っ
て
起
源
の
手
前
に
遡
行
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
有
限
者
そ

の
も
の
に
お
け
る
《
で
き
る
》、
す
な
わ
ち
終
わ
る
こ
と
が
《
で
き
る
》
と
い

う
こ
と
に
存
す
る
」（Ibid.

）。
限
界
の
踏
み
越
え

0

0

0

0

0

0

0

の
断
念
、
す
な
わ
ち
「
無
限

の
喪
失
」、「
実
存
を
完
全
に
は
引
き
受
け
る
こ
と
の
が
で
き
な
い
と
い
う
不
可

能
性
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
「
被
投
性
」
と
し
て
現
存
在
に
刻
印
さ
れ

て
い
る
が
、「
死
へ
の
先
駆
」（
＝
「
無
へ
の
超
越
」）
が
こ
う
し
た
現
存
在
の

有
限
性
を
自
ら
の
権
力
へ
と
反
転
さ
せ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
目
指
す
の
は
、「
も
は
や
権
力
の
用
語
で
は
定
式
化
さ
れ
な

い
」（Œ

2, 134

）
全
く
別
の
「
起
源
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
ま
ず
、
四
〇
年
代
の
公
刊
著
作
に
お
い
て
論
じ
た
「
定
位
」
の
概
念
に
訴

え
る
。「
定
位
」
の
概
念
が
「
死
へ
の
先
駆
」
よ
り
も
根
本
的
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
が
「
あ
ら
ゆ
る
了
解
、
あ
ら
ゆ
る
地
平
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
先
立
つ
」「
土

台
」
と
し
て
の
「
こ
こ
」
へ
の
局
在
化
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
（Œ

2, 135-

136

）。
と
は
い
え
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
定
位
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
権
力
が
基
盤
と

安
全
性
を
獲
得
す
る
志
向
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
は

「
権
力
に
対
す
る
障
害
で
は
な
く
権
力
の
条
件
」
で
あ
っ
て
「
権
力
」
の
否
定

で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
も
い
る
（Œ

2, 137

）。

２－

３
．
起
源
の
問
い
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
決
策
：
繁
殖
性
と
教
え

そ
れ
ゆ
え
問
題
と
な
る
の
は
、「
定
位
」
か
ら
出
発
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
古

典
的
観
念
論
の
モ
デ
ル
と
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
モ
デ
ル
と
も
異
な
る
仕
方

で
「
権
力
」
の
図
式
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
課

題
に
対
し
て
二
つ
の
解
決
策
を
示
し
て
い
る
。

第
一
の
解
決
策
は
「
繁
殖
性
」
で
あ
る
。「
先
駆
」
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
た

「
被
投
性
の
呪
い
」
か
ら
「
栄
光
へ
の
転
換
」
は
、
何
よ
り
も
「
存
在
＝
統
一

性
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
等
式
か
ら
の
断
絶
」
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る

（Œ
2, 137

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
す
で
に
四
〇
年
代
の
著
作
に
お
い
て
、「
定
位
」

の
「
基
体
」
が
質
料
を
備
え
た
具
体
的
な
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

た
が
）
7
（

、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
実
存
こ
そ
が
、「
女
性
的
な
も
の
」
と
の
「
官
能
」

を
介
し
て
統
一
的
な
主
体
と
し
て
の
「
能
う
自
我
（le m

oi pouvant

）」
に

終
焉
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
）
8
（

。『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
再
度
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
、
官
能
を
介
し
た
「
息
子
」
の
出
来
す
な
わ
ち
「
繁
殖
性
」
は
、「
息

子
は
私
で
は
な
く
、
し
か
し
私
は
息
子
で
あ
る

0

0

0

」（T
I, 310

）
と
い
う
主
体
の

特
異
な
様
態
変
化
に
お
い
て
、
同
一
性
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
ゆ
え

「
繁
殖
性
と
い
う
超
越
は
、
起
源
と
の
関
係
で
あ
り
つ
つ
も
、
権
力
で
は
な
い
」

（Œ
2, 140

）。
こ
う
し
た
筋
書
き
は
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
「
選
び
」

と
い
う
概
念
と
共
に
改
め
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
9
（

。

第
二
の
解
決
策
は
、「
聴
く
こ
と
」
に
お
け
る
「
音
の
象
徴
性
」
の
分
析
か
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ら
導
か
れ
る
。
な
ぜ
「
聴
く
こ
と
」
な
の
か
）
10
（

。
そ
れ
は
、
西
欧
の
哲
学
的
伝
統

に
お
い
て
、「
コ
ギ
ト
」
が
つ
ね
に
光
の
充
溢
を
伴
う
意
識
と
し
て
、「
視
覚
」

の
モ
デ
ル
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
意
識
」
と
「
視
覚
」
の

同
一
性
と
い
う
「
西
洋
思
想
の
ド
グ
マ
」（Œ

2, 143

）
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
聴

く
こ
と
」
を
対
置
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
理
学
研
究
』

で
提
示
し
、
後
に
デ
リ
ダ
が
批
判
し
た
よ
う
な
、
自
己
触
発
的
な
「
語
り
の
自

己
聴
取
（s ’entendre-par
）
11
（ler

）」
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
強
調
す
る
の

は
視
覚
に
基
づ
く
意
識
に
対
す
る
音
の
「
炸
裂
（éclatem

ent

）」（Œ
2, 

144

）
で
あ
り
、
伝
達
す
る
も
の
の
外
部
性
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
音
は
本
質
的
に
象
徴
（sym

bole

）
で
あ
る
」
と
言
う

（Ibid.

）。「
象
徴
」
は
「
記
号
」
の
よ
う
に
何
か
を
指
示
す
る
こ
と
が
な
い
。

な
る
ほ
ど
私
が
「
言
語
」
に
お
い
て
「
語
」
を
理
解
す
る
と
き
、「
私
は
こ
の

語
が
あ
た
か
も
私
か
ら
訪
れ
た
か
の
よ
う
に
全
面
的
に
内
容
を
同
化
す
る
」

（Œ
2, 145

）。し
か
し
、言
語
が
「
音
」
で
あ
る
限
り
、そ
の
「
音
性
（sonolité

）」

は
そ
れ
自
体
で
は
何
も
意
味
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
が
外
か
ら
訪
れ
た
と
い
う

「
起
源
」
の
外
部
性
の
み
を
標
記
す
る
。
語
が
表
現
す
る
意
味
に
還
元
不
可
能

な
こ
の
「
起
源
」
の
表
出
が
「
音
の
象
徴
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
「
単
に

可
視
的
な
世
界
の
背
後
に
あ
る
別
の
世
界
へ
の
開
け
で
は
な
い
し
、
意
識
の
知

の
背
後
に
あ
る
別
の
知
の
開
始
で
も
な
い
」（Œ

2, 144

）。
と
い
う
の
も
、
意

味
作
用
が
な
け
れ
ば
「
音
」
は
単
な
る
「
語
ら
れ
る
に
至
ら
な
い
語
」
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
「
起
源
」
と
の
関
係
と
し
て
の
地
位
さ
え
持
た
な
い
か
ら
だ
（Œ

2, 

146

）。「
音
の
象
徴
性
」
と
は
、
知
解
可
能
な
世
界
へ
の
登
記
と
同
時
に
生
じ
、

し
か
し
常
に
す
で
に
隠
蔽
さ
れ
る
「
起
源
」
と
の
関
係
、
い
わ
ば
起
源
の
起
源

0

0

0

0

0

的
隠
蔽

0

0

0

の
表
出
で
あ
る
。言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
「
指

標
作
用
」
が
標
記
し
て
い
た
「
起
源
」
の
外
部
性
│
│
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル

は
「
指
標
作
用
」
を
還
元
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
│
│
そ
の
も
の
で
あ
る
）
12
（

。
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
起
源
的
に
隠
蔽
さ
れ
る
「
起
源
」
と
の
関
係
を
「
教
え
」
の

モ
デ
ル
と
結
び
つ
け
る
。

口
述
さ
れ
る
教
え
！

語
り
か
け
、
私
に
教
え
る
〈
他
人
〉
の
現
前
は
教

え
学
ぶ
こ
と
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
る
。
経
験
的
と
言
わ
れ
る
こ
の
条
件

が
実
現
さ
れ
る
と
き
、
語
は
、
観
念
を
起
源
へ
と
結
び
つ
け
る
自
ら
の
機

能
を
保
持
す
る
。
書
か
れ
た
思
考
は
、
そ
の
起
源
の
不
在
を
標
記
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。
書
か
れ
た
も
の
は
初
め
に
文
字
で
あ
り
、
不
在
か
ら
訪
れ
、
不
在
へ

と
赴
く
。
教
え
る
こ
と
は
、
文
字
か
ら
発
話
へ
と
遡
る
こ
と
で
あ
り
、
書

か
れ
た
も
の
の
読
み
方
を
教
え
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。（Œ

2, 147,

強
調
引

用
者
）

上
で
見
た
「
音
」
の
分
析
を
前
提
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
の
記
述
は
不
完

全
な
文
字
と
充
実
し
た
発
話
を
対
立
さ
せ
る
い
わ
ゆ
る
「
音
声
中
心
主
義
」
で0

は
な
い

0

0

0

こ
と
が
分
か
る
。
な
る
ほ
ど
「
書
か
れ
た
も
の
」
に
「
起
源
」
は
不
在

だ
が
、
そ
れ
は
な
お
も
「
起
源
の
不
在
を
標
記
し
て
い
る
」。「
教
え
」
が
「
発

話
」
へ
と
赴
く
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
文
字
か
ら
発
話
へ
と
遡
る
こ
と
」

で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
教
え
」
は
「
書
か
れ
た
も
の
」
に
お
け
る
「
起
源
」
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の
不
在
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
の
「
象
徴
性
」
は
こ
の
不
在
の
標

記
に
お
い
て
外
部
的
な
「
起
源
」
へ
と
開
か
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
「
分0

離0

」
を
証
立
て
て
い
る
。
端
的
に
言
え
ば
、「
教
え
」
と
は
こ
の
「
分
離
」
を

教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
伝
統
か
ら
切
り
離
し
え

な
い
意
識
」（Œ

2, 147

）
と
い
う
概
念
で
表
現
す
る
。
こ
こ
で
「
伝
統
（tradi-

tion

）」
と
い
う
語
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
保
守
主
義
」
が
重

視
す
る
よ
う
な
、
歴
史
の
中
で
綿
々
と
受
け
継
が
れ
る
知
や
慣
習
と
い
っ
た
伝

達
の
「
内
容
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
超
え
て
（trans-

）
与
え
る
（dere

）〉

と
い
う
形
式
、
つ
ま
り
「
起
源
」
が
意
識
の
統
一
性
に
還
元
不
可
能
な
「
他
な

る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。「〈
他
な
る
も
の
〉

が
「
私
以
上
に
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
師
が
も

た
ら
す
の
は
内
容
の
剰
余
で
は
な
く
、
出
発
点
で
あ
る
」（Œ

2, 148

）。
こ
の

よ
う
な
意
味
で
の
「
伝
統
」
を
伴
う
「
教
え
」
こ
そ
が
、
権
力
と
は
別
の
仕
方

で
主
体
を
「
起
源
」
へ
と
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。

３

．「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」（
一
九
五
七
）
に
お
け
る

　
　
デ
カ
ル
ト
の
再
評
価

前
節
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、「
権
力
と
起
源
」
の
論
旨
は
次
の
二
点
に
要
約

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
フ
ッ
サ
ー
ル－

ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
有
限
性
を
引

き
受
け
る
こ
と
で
観
念
論
的
伝
統
と
断
絶
し
、「
遡
行－

超
越
」
と
は
異
な
る

「
起
源
」
と
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
関
係
を
「
先
駆
」
や
「
被

投
性
」
と
い
っ
た
新
た
な
「
権
力
」
の
形
態
か
ら
免
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
対
し
て
、「
繁
殖
性
」
に
よ
る
主
体
の
多
元
化
、
お
よ
び
「
分
離
」

を
伴
う
起
源
と
の
関
係
と
し
て
の
「
教
え
」
と
い
う
二
つ
の
解
決
策
が
示
さ
れ

た
。
し
か
し
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
上
昇
超
越
論
の
射
程
を
見
積
も
る
た
め

に
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
権
力
と
起
源
」
に
お
い
て
古
典

的
観
念
論
の
主
体
モ
デ
ル
と
し
て
批
判
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
「
コ
ギ
ト
」
と
そ

れ
を
支
え
る
「
無
限
の
観
念
」
が
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
は
神
と
の

「
分
離
」
を
証
立
て
る
も
の
と
し
て
積
極
的
な

0

0

0

0

役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
う
し
た
理
論
変
遷
の
過
渡
期
に
あ
る
一
九
五
七
年
の
論

文
「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
ど
の
よ
う
に
再
規
定
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
。

３－

１
．「
無
限
の
観
念
」
と
〈
同
〉
の
哲
学

「
自
律
の
哲
学
」
を
「〈
同
〉
の
優
位
あ
る
い
は
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
と
し
て
告

発
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
は
、
一
見
す
る
と
〈
同
〉

に
対
す
る
〈
他
〉
の
優
位
を
説
く
い
わ
ゆ
る
「
他
者
の
思
想
」
と
し
て
の
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（ED

E, 231

）。

し
か
し
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、〈
他
〉
の
超
越
性
に
よ
っ
て
〈
同
〉
を
基

礎
付
け
、
そ
の
権
力
を
保
証
す
る
哲
学
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
な
意
味
で
の
他
律
の

哲
学
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
課
題
は
〈
他
〉
と
の
「
分
離

0

0

」、
起
源
と
の

権
力
な
ら
ざ
る
関
係
を
発
明
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
問
い
の

核
心
は
、〈
他
〉
の
超
越
そ
れ
自
体
よ
り
も
む
し
ろ
〈
同
〉
と
〈
他
〉
の
境
界
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面
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
を
見
て
い
こ
う
。

「
他
律
」
の
伝
統
が
絶
対
的
な
他
者
と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
を
「
真
理
」
と

す
る
の
に
対
し
て
、「
自
律
」
の
伝
統
は
そ
の
よ
う
な
〈
他
〉
を
〈
同
〉
の
う

ち
へ
と
還
元
す
る
。「
他
律
」
の
伝
統
の
嚆
矢
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
見

出
さ
れ
る
が
、「
想
起
」
に
よ
っ
て
真
理
を
再
発
見
す
る
こ
と
は
、
起
源
の
背

後
に
回
り
、
存
在
の
全
体
を
あ
ら
か
じ
め
了
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
〈
同
〉
と

し
て
の
主
体
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
自

身
の
哲
学
も
「
自
律
」
の
哲
学
か
ら
切
り
離
し
得
な
い
（cf. ED

E, 235

）。
他

方
、「
自
律
」
の
伝
統
の
典
型
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。「
権
力
と
起
源
」
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
「
無
限
の
観
念
」
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
を

観
念
化
し
、
所
有
す
る
た
め
の
最
初
の
参
照
点
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
無
限
の
観

念
は
、
無
限
を
志
向
す
る
限
り
に
お
い
て
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
と
の
関
係
を

含
む
。
し
か
し
、
観
念
を
介
し
て
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
〈
同
〉
に
よ
る
「
所
有
」
で
あ
り
、「
一
人
称
の
思
考
」
の
普
遍
化
に
他

な
ら
な
い
（ED

E, 233

）。「
権
力
と
起
源
」
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
よ
う
な

「
教
え
」
の
外
部
性
は
こ
こ
で
は
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

３－

２
．
デ
カ
ル
ト
の
両
義
性

し
か
し
今
や
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
デ
カ
ル
ト
を
観
念
論
的
な
「
権
力
の
哲
学
」

に
分
類
し
て
済
ま
し
は
し
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
デ

カ
ル
ト
の
無
限
の
観
念
に
つ
い
て
の
分
析
が
、
あ
る
構
造
を
最
も
特
徴
的
に
素

描
し
て
い
る
。〔
…
〕
我
々
は
そ
の
形
式
的
構
図

0

0

0

0

0

を
の
み
検
討
し
よ
う
と
思
う
」

（ED
E, 238

）。「
あ
る
構
造
」
と
は
、
す
ぐ
後
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
観イ

デ

ア

ト

ゥ

ム

念
さ
れ
る
も
の
が
当
の
観
念
を
は
み
出
す
」（Ibid.

）
関
係
で
あ
る
。「
無

限
を
思
考
す
る
こ
と
で
│
│
自
我
は
直
ち
に
自
ら
が
思
考
す
る
以
上
の
こ
と
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

思
考
す
る

0

0

0

0

。
無
限
は
無
限
の
観
念

0

0

の
内
に
収
ま
る
こ
と
は
な
い
し
、
把
握
さ
れ

る
こ
と
も
な
い
」（ED

E, 239

）。
こ
の
関
係
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
「
想
起
」

や
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
「
先
駆
」
の
構
造
と
次
の
点
で
異
な
る
。
ま
ず
「
無
限
の

観
念
は
人
が
知
ら
な
い
も
の
を
教
え
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
」
が
ゆ
え
に
、
そ

れ
は
既
知
の
事
柄
の
再
認
、「
想
起
」
で
は
な
い
。
そ
し
て
、「
無
限
の
観
念
」

に
お
け
る
「
剰
余
」
と
の
関
係
は
「
主
体
の
内
部
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
」

（Ibid.

）
た
め
、
自
ら
の
有
限
性
に
立
脚
し
つ
つ
「
権
力
」
を
確
保
す
る
「
先
駆
」

の
構
造
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
観
念
に
含
ま
れ
る
も
の
以
上
を

観
念
す
る
と
い
う
「
無
限
の
観
念
」
の
構
造
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
自
律
の
哲

学
」
に
還
元
不
可
能
な
「
他
律
」
の
可
能
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
を
も
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
、「
コ

ギ
ト
は
神
に
立
脚
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
の
存
在
を
基
礎
付
け
て
い

る
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
「
両
義
性
」
で
あ
る
（ED

E, 2

）
13
（42

）。
こ
こ
ま
で
の

議
論
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
差
異
は
、「
無
限
の

観
念
」
を
介
し
た
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
と
の
関
係
を
主
体
の
「
権
力
」
の
基

盤
と
す
る
か
否
か
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
絶
対
的
な
〈
他
〉
と
の
「
分
離
」

を
〈
同
〉
の
「
遡
行－

超
越
」
へ
と
還
元
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
「
無
限
の
観
念
」
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
無
限
の
観
念

の
「
形
式
的
構
図

0

0

0

0

0

の
み
」
を
検
討
す
る
と
述
べ
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
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し
か
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
自
問
し
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
な
構
造

は
哲
学
的
な
も
の
に
留
ま
り
う
る
の
か
。〔
…
〕
諸
存
在
を
分
離
さ
れ
た
ま
ま

に
保
ち
、
融
即
に
陥
ら
な
い
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
」（ED

E, 

239

）。〈
同
〉
に
よ
る
〈
他
〉
の
包
摂
を
回
避
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は
〈
他
〉

に
よ
る
〈
同
〉
の
包
摂
、
す
な
わ
ち
「
融
即
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
無
限
の
観
念
」
の
「
形
式
的
構
図

0

0

0

0

0

」
は
そ

の
よ
う
な
二
者
択
一
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
無
限
の
観
念
」
を
「
他
人
」
と
の

社
会
的
関
係
の
う
ち
に
置
き
入
れ
る
こ
と
で
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
（ED

E, 

239

）。
一
方
で
、
無
限
の
超
越
が
形
式
的
な
観
念
で
は
な
く
、
具
体
的
な
他
人

の
「
顔
」
の
示
す
「
倫
理
的
抵
抗
」
と
し
て
現
れ
る
こ
と
で
、〈
同
〉
に
よ
る

〈
他
〉
の
包
摂
が
回
避
さ
れ
る
。
他
方
で
、
か
か
る
「
倫
理
的
抵
抗
」
が
、〈
同
〉

を
圧
倒
す
る
〈
他
〉
の
「
極
め
て
強
大
な
抵
抗
」
で
は
な
く
「
抵
抗
と
い
う
も

の
を
持
た
な
い
抵
抗
」（ED

E, 240

）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
主
体
は
自
由
を
制

限
さ
れ
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
「
自
由
と
し
て
裁
か
れ
任
命
さ
れ
」（ED

E, 

244

）、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、〈
他
〉
に
よ
る
〈
同
〉
の
包
摂
か
ら
も
免
れ
る
。

し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
な
お
次
の
よ
う
な
疑
問
は
残
る
。「
顔
」
が
「
無

限
の
観
念
」
の
経
験
的
な
次
元
の
相
関
者
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
顔
の

認
識
は
観
念
に
よ
る
〈
他
〉
の
包
摂
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
無
限
の
観
念
は
観
念

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、〈
他
〉
を
包
摂
す
る
〈
同
〉
と
い
う
図
式
に
不
可
避

的
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
」（ED

E, 243

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
顔
」
の

経
験
の
独
自
性
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
は

い
る
も
の
の
、「
無
限
の
観
念
」
の
も
つ
デ
カ
ル
ト
的
な
両
義
性
が
残
る
限
り
、

「
顔
」
の
経
験
が
「
権
力
」
へ
と
反
転
す
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
こ
う

し
た
課
題
に
答
え
る
た
め
に
こ
そ
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
上
昇
超
越
論
は
組

織
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

４

．『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
」
の
概
念

こ
う
し
て
我
々
は
よ
う
や
く
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
」

と
い
う
概
念
の
内
実
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
語
が
端
的
に
提
示
さ
れ

る
の
は
、
第
一
部
Ａ
第
二
節
「
全
体
性
の
断
絶
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

形
而
上
学
的
な
終
着
点
の
絶
対
的
な
外
部
性
、
こ
の
運
動
が
内
的
な
戯
れ

や
単
な
る
自
己
の
自
己
へ
の
現
前
に
還
元
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
超

越
的
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
証
明
さ
れ
な
い
ま
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

形
而
上
学
的
運
動
は
超
越
的
で
あ
り
、
そ
し
て
欲
望
か
つ
非
合
致
と
し
て

の
超
越
は
必
然
的
に
上
昇
超
越
（transascendance

）
で
あ
る
。
形
而

上
学
者
は
こ
の
運
動
を
超
越
に
よ
っ
て
指
し
示
す
が
、
こ
の
超
越
は
以
下

の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
点
を
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
が
表
現
す

る
隔
た
り
は
│
│
ど
ん
な
隔
た
り
と
も
異
な
っ
て
│
│
外
部
的
存
在
が
存0

在
す
る
様
態

0

0

0

0

0

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
形
而
上
学
者
と
〈
他
な

る
も
の
〉
は
全
体
化

0

0

0

し
な
い
。
形
而
上
学
者
は
絶
対
的
に
分
離
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。（T

I, 24

）
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こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
超
越
の
運
動
の
終
着
点
の
外
部
性
は
そ

れ
自
体
明
証
性
を
得
る
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
②
形
而
上
学
者
と
絶
対

的
に
他
な
る
も
の
の
間
に
あ
る
隔
た
り
は
、
外
部
的
存
在
が
存
在
す
る
仕
方
自

体
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
③
し
た
が
っ
て
超
越
の
運
動
の
非
合
致
性

こ
そ
が
「
上
昇
超
越
」
の
本
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
『
全

体
性
と
無
限
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
デ
カ
ル
ト
の
「
無
限
の
観
念
」
を
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
直
し
た
か
を
検
討
す
る
作
業
を
通
し
て
、「
上
昇
超
越
」
と
い

う
概
念
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
従
前
の
課
題
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
か
を
示
し

て
い
く
。

４－

１
．「
無
限
の
観
念
」
の
刷
新
と
し
て
の
「
無
限
の
無
限
化
」

「
無
限
の
観
念
」
へ
の
依
拠
は
す
で
に
『
全
体
性
と
無
限
』
の
序
文
か
ら
全

面
的
で
あ
る
。「
無
限
の
観
念
は
、
制
限
を
与
え
る
何
も
の
と
も
自
己
の
外
で

出
会
う
こ
と
の
な
い
存
在
体
、
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
超
出
し
、
そ
れ
ゆ
え
無
限
で

あ
る
よ
う
な
存
在
体
を
反
映
す
る
た
め
に
、
主
観
性
が
片
手
間
に
作
り
上
げ
る

概
念
な
ど
で
は
な
い
」（T
I, 11-12

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
無
限
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
な
ん
ら
か
の
実
体
と
し
て
ま
ず
存
在
し
、
そ
こ
に
事
後
的
に
「
観
念
」

が
対
応
す
る
と
い
う
実
在
論
的
構
図
を
徹
底
的
に
斥
け
る
。
無
限
の
「
生
起

（production

）」
は
主
体
に
「
無
限
の
観
念
」
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
同
時
的

で
あ
る
）
14
（

。さ
ら
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
無
限
の
観
念
」
と
そ
こ
で
「
生
起
」

す
る
「
無
限
」
そ
れ
自
体
は
決
し
て
一
致
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
無
限
の
観
念

と
、
無
限
の
観
念
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無
限
の
間
の
不

均
衡
」（T

I, 12

）
に
よ
っ
て
こ
そ
、
無
限
の
無
限
性
が
確
証
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
主
体
に
観
念
と
し
て
到
来
す
る
も
の
が
、
当
の
観
念
以
上
の
も
の
と
し

て
到
来
す
る
こ
と
、
こ
の
「
無
限
の
観
念
」
の
持
つ
動
態
性
と
非
合
致
性
を
指

し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
無
限
の
無
限
化

0

0

0

」（Ibid.

）
と
呼
ぶ
。
先
に
見
た
「
超

越
が
表
現
す
る
隔
た
り
は
〔
…
〕
外
部
的
存
在
が
存
在
す
る
様
態

0

0

0

0

0

0

に
含
ま
れ
る
」

と
い
う
一
節
は
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
記
述
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
こ
れ
ま

で
主
題
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
〈
同
〉
と
い
う
存
在
様
態
の
持
つ
意
義
が
明
確

に
打
ち
出
さ
れ
る
点
で
あ
る
）
15
（

。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「〈
他
〉
の
徹
底
的
な

異
他
性
」
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、〈
他
〉
と
根
本
的
に
分
離
さ
れ
た
〈
同
〉

と
し
て
の
「
私
＝
自
我
」
が
必
要
で
あ
る
。「
あ
る
項
が
絶
対
的
に
関
係
の
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

発
点
に
留
ま
り
う
る
の
は
そ
の
項
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〈
私0

〉
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（T
I, 

25

）。「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
に
お
い
て
は
、〈
同
〉
は
専
ら
〈
他
〉
を
包
摂

す
る
「
権
力
の
哲
学
」
の
一
部
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
〈
同
〉
に
還
元
不
可
能

な
〈
他
〉
と
の
関
係
が
「
無
限
の
観
念
」
に
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は

〈
同
〉
の
積
極
的
な
役
割
が
打
ち
出
さ
れ
る
。
無
論
そ
れ
は
「
自
律
の
哲
学
」

の
復
権
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
〈
私
＝
自
我
〉
が
意
味
す
る
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
己
意
識
」
の
よ
う
な
「
思
考
さ
れ
た
諸
対
象
の
他
性
の
内
で

自
己
同
定
す
る
〈
同
〉
の
普
遍
性
」
で
は
な
い
（T

I, 25

）。
そ
の
よ
う
な
「
自

己
の
自
己
に
よ
る
抽
象
的
な
表
象
」
に
代
え
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
焦
点
と
す
る
の

は
、「
自
我
と
世
界
と
の
間
の
具
体
的
関
係
」
で
あ
り
、
世
界
と
い
う
他
な
る
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も
の
に
抵
抗
し
つ
つ
そ
こ
に
滞
在
す
る
〈
同
〉
の
具
体
的
な
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

で
あ
る
。
か
か
る
〈
同
〉
の
存
在
様
態
の
実
相
は
「
享
受
」
や
「
居
住
」
と
い
っ

た
概
念
の
下
に
詳
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
上
昇
超
越
」
の
概

念
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
、〈
同
〉
と
「
無
限
の
観
念
」
の
関
係
に
論
点

を
絞
っ
て
検
討
し
よ
う
。

４－

２
．
権
力
の
哲
学
に
抗
し
て

振
り
返
っ
て
お
け
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
課
題
は
、
観
念
論
的
な
「
遡
行－

超

越
」、
す
な
わ
ち
自
我
の
限
界
の
踏
み
越
え

0

0

0

0

0

0

0

を
批
判
し
、「
権
力
」
へ
と
転
じ
る

こ
と
の
な
い
「
起
源
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。『
全
体

性
と
無
限
』
に
お
い
て
も
こ
の
図
式
は
変
わ
ら
な
い
。
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、

「
私
に
外
部
か
ら
訪
れ
る
も
の
を
、
あ
た
か
も
遥
か
昔
か
ら
私
が
所
有
し
て
い

た
か
の
よ
う
に
、
私
の
内
に
あ
る
も
の
以
外
に
は
何
も
〈
他
人
〉
か
ら
受
け
取

ら
な
い
」（T

I, 34

）
観
念
論
的
伝
統
で
あ
る
。
四
〇
年
代
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に

と
っ
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
無
限
の
観
念
」
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
表
象
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
全
体
性
と
無
限
』
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
歩
み
を
進

め
て
い
る
。レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
想
起
」
や
「
観
想
」
を
可
能
に
す
る
「
表

象
」
は
な
る
ほ
ど
「
存
在
と
の
本
源
的
な
関
係
を
な
す
わ
け
で
は
な
い
」
が
、

「
ま
さ
に
、〈
自
我
〉
の
分
離
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
可
能
性
と
し
て
」
特
権
を
有

し
て
い
る
（T

I, 39

）。「
無
限
の
観
念
」
の
新
た
な
可
能
性
は
こ
こ
に
求
め
ら

れ
る
。「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
の
「
無
限
の
観
念
」

は
〈
同
〉
に
よ
る
〈
他
〉
の
包
摂
（
＝
権
力
）
か
〈
他
〉
に
よ
る
〈
同
〉
の
包

摂
（
＝
融
即
）
か
と
い
う
二
者
択
一
の
中
で
揺
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
全

体
性
と
無
限
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ま
さ
に
こ
の
デ
カ
ル
ト
の
第
一
証
明
に
含

ま
れ
る
両
義
性
こ
そ
が
、
自
我
と
無
限
の
分
離
の
意
味
を
確
証
す
る
と
考
え
る
。

「
自
我
と
神
と
を
混
同
す
る
こ
と
な
く
順
に
啓
示
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
基
礎

付
け
合
う
明
証
の
区
別
さ
れ
た
二
契
機
と
し
て
啓
示
す
る
デ
カ
ル
ト
の
第
一
証

明
の
両
義
性
は
、
分
離
の
意
味
そ
の
も
の
を
特
徴
づ
け
る
」（T

I, 40

）。
一
言

で
い
え
ば
、
コ
ギ
ト
に
お
い
て
、〈
他
〉
が
〈
同
〉
を
基
礎
付
け
る
と
も
〈
同
〉

が
〈
他
〉
を
基
礎
付
け
る
と
も
言
え
な
い
仕
方
で
自
我
と
神
と
が
啓
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
両
者
の
分
離
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

「
超
越
者
と
は
、
我
々
の
内
に
は
そ
の
観
念
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
唯
一
の

《
観
念
さ
れ
た
も
の
》
で
あ
る
。
超
越
者
は
無
限
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
観

念
か
ら
無
限
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
│
│
言
い
換
え
れ
ば
外
部
に
あ
る
」（T

I, 

41

）。
そ
れ
ゆ
え
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
超
越
者
が
そ
れ
自
体
と
し
て
観
念

の
内
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、「
無
限
の
観
念
」
は
む
し
ろ
そ
れ

が
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
を
与
え
る
）
16
（

。「
音
の
象
徴
性
」
に
つ

い
て
の
分
析
に
お
い
て
見
た
起
源
の
起
源
的
隠
蔽

0

0

0

0

0

0

0

0

の
反
響
を
こ
こ
に
見
出
せ
る
。

こ
う
し
た
観
念
と
対
象
の
非
合
致
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
観

念
の
関
係
に
つ
い
て
言
い
う
る
こ
と
で
あ
り
、「
無
限
の
観
念
」
の
み
が
特
権

的
な
訳
で
は
な
い
、
と
い
う
反
論
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
通

常
の
事
物
や
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
観
念
」
は
「
観
念
さ
れ
た
も
の
」

と
の
間
の
合
致
を
少
な
く
と
も
目
指
す
の
に
対
し
て
、「
無
限
の
観
念
」
は
そ

れ
自
体
が
「
観
念
」
と
「
観
念
さ
れ
た
も
の
」
の
間
の
非
合
致
を
示
し
て
い
る
。
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「
事
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
「
表
象
的
」
実
在
性
と
「
形
相
的
」
実
在
性

の
全
面
的
な
合
致
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
無
限
の
観
念
が
例
外

的
で
あ
る
の
は
、《
観
念
さ
れ
た
も
の
》
が
当
の
観
念
を
超
え
出
る
点
で
あ
る
」

（T
I, 40

）。
こ
れ
が
、
先
に
触
れ
た
「
無
限
の
無
限
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

４－

３
．
無
神
論
的
コ
ギ
ト
と
し
て
の
「
内
奥
性
」

か
く
し
て
「
権
力
」
に
も
「
融
即
」
に
も
帰
着
し
な
い
「
分
離
」
を
表
す
概

念
と
し
て
、「
無
限
の
観
念
」
が
再
定
義
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
問
題

と
な
る
の
は
、「
無
限
の
観
念
」
と
〈
同
〉
と
の
間
の
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

〈
他
〉
が
「
無
限
化
」
と
し
て
分
離
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
同
〉
も
ま
た
独
自

の
在
り
方
で
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
絶

対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
「
無
限
」
が
そ
の
観
念
に
お
け
る
「
無
限
化
」
と

し
て
、
絶
対
的
な
隔
た
り
を
含
意
し
て
い
る
と
し
て
も
、〈
同
〉
た
る
「
自
我
」

が
、
専
ら
自
ら
の
所
有
す
る
観
念
の
「
観
念
さ
れ
た
も
の
」
と
の
相
関
関
係
に

お
い
て
自
己
の
有
限
性
を
画
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
お
も
「
遡
行－
超
越
」

と
し
て
の
「
権
力
」
の
内
に
留
ま
る
か
ら
だ
。「
相
関
関
係
は
超
越
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

充
分
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（T
I, 45

）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
同
〉

は
〈
他
〉
と
は
ま
た
別
の
仕
方
で
、
そ
れ
自
身
が
分
離
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
〈
同
〉
の
分
離
の
体
制
は
「
内
奥
性
（intériorité

）」（T
I, 

29

）
あ
る
い
は
「
心
性
（psychism

e

）」（T
I, 46

）
と
呼
ば
れ
る
。

は
じ
め
に
「
心
性
」
は
コ
ギ
ト
の
形
式
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、「
第
三
省
察
」
に
お
い
て
、
コ
ギ
ト

の
明
証
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、「
観
念
を
無
限
に
凌
駕
す
る
存
在
」
と
し
て

の
「
神
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
デ
カ
ル
ト
が
こ
の
コ
ギ
ト
の
絶
対
的
支
え
を

見
出
す
の
は
、
思
考
の
系
列
に
お
い
て
は
、
コ
ギ
ト
の
発
見
に
対
し
て
事
後
的

0

0

0

で
あ
る
。
論
理
的
に
先
行
す
る
も
の
、
原
因
や
基
礎
と
い
っ
た
も
の
が
、
思
考

に
お
い
て
は
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
先
行
す
る
も
の
の
事
後
性

（postériorité de l ’antérieur

）」（T
I, 47

）
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
は
無

限
な
も
の
と
の
絶
対
的
な
分
離
を
証
示
し
て
い
る
。「
コ
ギ
ト
の
現
在
は
、
自

ら
を
超
過
す
る
絶
対
者
の
内
に
、
事
後
的
に

0

0

0

0

自
ら
の
支
え
を
見
出
す
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ほ
ん
の
束
の
間
に
す
ぎ
な
い
が
、《
私コ

ギ

ト

は
考
え
る
》
の
間
だ
け
、
た
っ

た
一
人
で
自
ら
を
支
え
て
い
る
」（Ibid.

）。「
私コ

ギ

ト

は
考
え
る
、
そエ

ル

ゴ

れ
ゆ
え
に

私
ス

ム

は
存
在
す
る
」
と
い
う
思
考
の
運
び
の
中
で
、「
そ
れ
ゆ
え
に
（
私
は
存
在

す
る
）」
と
い
う
推
論
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
「
無
限
の
観
念
」
に
お
け
る

「
神
」
と
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
が
、「
私コ

ギ

ト

は
考
え
る
」
の
そ
の
瞬
間
だ
け
は
、

推
論
の
系
列
と
は
無
縁
に
、
し
た
が
っ
て
事
後
的
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

「
神
」
あ
る
い
は
「
無
限
」
と
は
無
縁
に
、「
私
」
が
存
立
し
て
い
る
。
推
論
の

中
で
コ
ギ
ト
が
明
証
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
推
論
の
系
列
を
通
過
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
時
間
の
秩
序
あ
る
い
は
隔
た
り
そ
の
も
の
が
あ

る
と
い
う
こ
と
」、
そ
れ
が
「
形
而
上
学
者
と
形
而
上
学
的
な
も
の
」
す
な
わ

ち
〈
同
〉
と
〈
他
〉、
自
我
と
無
限
、
コ
ギ
ト
と
神
と
の
「
存
在
論
的
分
離
を

分
節
化
し
て
い
る
」（Ibid.

）。「
無
限
の
観
念
」
は
推
論
の
系
列
の
介
在
そ
の

も
の
と
し
て
〈
同
〉
と
〈
他
〉
の
「
分
離
」
を
確
証
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
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な
系
列
を
未
だ
介
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
未
だ
神
を
知
ら
な
い
「
無
神
論
」（T

I, 

52
）
と
し
て
の
コ
ギ
ト
が
、〈
同
〉
の
分
離
の
体
制
と
し
て
の
「
心
性
」
と
し

て
取
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４－

４
．「
無
限
の
観
念
」
の
脱
形
式
化
と
し
て
の
「
顔
」

と
は
い
え
、「
内
奥
性
」
お
よ
び
「
心
性
」
は
、
今
見
た
よ
う
な
論
理
的
な

操
作
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
意
義
が
汲
み
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
観
念
の

明
証
性
に
依
拠
し
な
い
分
離
さ
れ
た
コ
ギ
ト
は
、「
歴
史
的
時
間
と
は
異
な
る

秩
序
、
全
て
が
未
解
決
で
あ
る
よ
う
な
秩
序
」（T

I, 48

）
を
開
く
か
ら
で
あ
る
。

無
論
コ
ギ
ト
の
分
離
は
、
歴
史
の
内
で
は
「
単
な
る
思
考
」
に
過
ぎ
ず
（Ibid.

）、

コ
ギ
ト
の
分
離
を
導
く
推
論
の
系
列
も
ま
た
、
疑
い
な
く
こ
の
「
歴
史
」
の
秩

序
に
属
す
る
。
こ
の
意
味
で
「
内
奥
性
」
お
よ
び
「
心
性
」
は
、
明
証
性
の
水

準
で
は
ま
さ
に
「
未
解
決
」
な
も
の
と
し
て
し
か
語
り
え
な
い
。
し
か
し
そ
の

よ
う
な
次
元
が
存
在
し
な
い
限
り
、
す
な
わ
ち
観
念
が
置
か
れ
る
場
と
し
て
の

分
離
し
た
〈
同
〉
が
存
在
し
な
い
限
り
、「
無
限
の
観
念
」
は
「
生
起
」
し
え

な
い
。
第
一
部
Ｃ
第
二
節
「
自
由
の
任
命
あ
る
い
は
批
判
」
で
論
じ
ら
れ
る
よ

う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
哲
学
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
明
証
性
が
宙
吊

り
に
さ
れ
る
よ
う
な
、「
自
己
自
身
の
条
件
の
手
前
に
浸
透
す
る
」
ま
で
に
徹

底
的
な
「
批
判
」
と
し
て
の
「
知
」
で
あ
る
（T

I, 83

）。
も
し
も
「
批
判
」

が
根
拠
を
見
出
す
こ
と
で
明
証
性
の
次
元
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に

と
っ
て
そ
れ
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
古
典
的
な
観
念
論
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
明
証
性
は
「
そ
も
そ
も
条
件
も
過
去
も
な
い
現
在
と
い
う
純
粋
経
験
」（T

I, 

85

）
に
他
な
ら
ず
、
主
体
の
置
か
れ
た
具
体
的
な
「
状
況
」
に
立
脚
し
な
い
空

虚
な
概
念
体
系
に
過
ぎ
な
い
。「
コ
ギ
ト
の
明
証
性
は
〔
…
〕
批
判
的
要
求
を

満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」（Ibid.

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
図
は
、
そ
の
よ
う

な
明
証
性
で
は
な
く
、
具
体
的
な
状
況
か
ら
出
発
し
て
、
意
味
作
用
の
正
当
化

を
試
み
る
点
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
今
や
無
限
の
観
念
と
い
う
見
か
け
上
ま
っ
た

く
空
虚
な
こ
の
概
念
の
脱
形
式
化

0

0

0

0

あ
る
い
は
具
体
化
を
語
る
言
葉
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
に
至
る
（T

I, 42

）。
こ
の
「
無
限
の
観
念
」
の

脱
形
式
化
に
対
応
す
る
形
象
こ
そ
が
「
顔
」
で
あ
る
。「〈
他
者
〉
が
私
の
う
ち

0

0

0

0

な
る

0

0

〈
他
者

0

0

〉
の
観
念

0

0

0

を
超
え
出
な
が
ら
現
前
す
る
様
態
を
、
我
々
は
ま
さ
し

く
顔
と
呼
ぶ
」（Ibid.

）。
先
に
見
た
よ
う
に
、「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
の
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
す
で
に
、
社
会
的
関
係
に
お
け
る
具
体
的
な
「
他
人
」
の
「
顔
」

に
形
式
的
な
ら
ざ
る
「
無
限
の
観
念
」
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た
。『
全
体
性

と
無
限
』
の
差
分
は
、
こ
の
「
顔
」
の
経
験
が
、
そ
れ
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な

る
無
神
論
的
コ
ギ
ト
の
「
心
性
」
に
よ
っ
て
、「
明
証
性
」
を
与
え
る
デ
カ
ル

ト
的
な
「
無
限
の
観
念
」
の
筋
書
き
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
点
で
あ
る
。「
顔
」

と
対
面
す
る
〈
同
〉
は
も
は
や
「
神
」
に
よ
る
基
礎
付
け
を
持
た
な
い
。「
人

は
神
の
外
部
で
、
つ
ま
り
我
が
家
で
生
き
て
お
り
、
自
我
で
あ
り
、
エ
ゴ
イ
ズ

ム
で
あ
る
」（T

I, 52

）。
こ
れ
が
「
権
力
の
哲
学
」
へ
の
批
判
か
ら
出
発
し
、「
無

限
の
観
念
」
の
再
検
討
を
経
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
練
り
上
げ
た
上
昇
超
越
論
の
帰

結
で
あ
る
。
古
典
的
観
念
論
の
「
遡
行－

超
越
」
と
は
異
な
り
、「
顔
」
と
し

て
具
体
化
さ
れ
た
「
無
限
の
観
念
」
は
も
は
や
コ
ギ
ト
に
明
証
性
を
与
え
る
こ
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と
が
な
い
。「
顔
の
概
念
は
私
の
意
味
付
与
に
先
立
つ
意
味
、
そ
れ
ゆ
え
私
の

主
導
権
や
私
の
権
力
か
ら
独
立
し
た
意
味
の
概
念
へ
と
我
々
を
導
く
」（T

I, 

44
）
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
顔
」
が
あ
ら
ゆ
る
「
権
力
」

に
先
立
っ
て
意
味
に
明
証
性
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

我
々
は
「
顔
」
と
の
対
面
に
お
い
て
、
も
は
や
超
越
的
な
基
礎
付
け
を
携
え
る

こ
と
な
く
意
味
を
立
ち
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

５

．
結

論

本
稿
は
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
」
の
概
念
の
意
義
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
。
第
一
節
で
は
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
超
越
の

観
念
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
／
下
降
超
越
」
の
概
念
の
概
略
を
示

し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
の
出
発
点
が
超
越
の
位
階
性
と
い
う
着
想
に
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
超
越
を
倫
理
的
な
「
高
さ
（H

auteur

）」

と
「
低
さ
（H

um
ilité

）」
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
返
す
の
も
（T

I, 218
）、
こ

う
し
た
ヴ
ァ
ー
ル
の
議
論
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
で
は
一

九
四
九
年
の
講
演
「
権
力
と
起
源
」
を
読
解
す
る
こ
と
で
、
一
九
五
〇
年
代
に

か
け
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
の
中
心
的
な
課
題
が
「
権
力
」
に
依
拠
す
る
こ

と
の
な
い
「
起
源
」
と
の
関
係
の
探
究
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
古
典
的
観
念
論
の
超
越
概
念
を
、
主
体
に
よ
る
限
界
の
踏
み
越
え
、

自
ら
の
背
後
に
完
全
者
を
置
く
こ
と
で
主
体
の
権
力
を
保
証
す
る
「
遡
行－

超

越
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル－

ハ
イ
デ
ガ
ー

の
哲
学
は
こ
う
し
た
完
全
者
に
依
拠
す
る
こ
と
の
な
い
「
実
存
の
哲
学
」
を
拓

く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
な
お
も
有
限
性
を
「
不
可
能
性
の
可
能
性
」
と

し
て
主
体
の
権
力
へ
と
折
り
返
す
新
た
な
「
権
力
の
哲
学
」
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
に
と
っ
て
の
乗
り
越
え
の
対
象
と
な
る
。「
権
力
と
起
源
」
の
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
、
こ
の
課
題
に
対
し
て
「
繁
殖
性
」
と
「
教
え
」
と
い
う
二
つ
の
解
決
策

を
提
示
し
、
と
り
わ
け
「
教
え
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
起
源
に
対
す
る
「
分

離
」
を
含
意
す
る
「
伝
統
」
と
い
う
語
を
重
視
し
た
。

第
三
節
で
検
討
し
た
論
文
「
哲
学
と
無
限
の
観
念
」
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
、「
遡
行－

超
越
」
に
お
け
る
権
力
の
主
体
と
し
て
の
「
コ
ギ
ト
」
が
、
神

の
完
全
性
に
依
拠
す
る
と
同
時
に
そ
の
観
念
の
所
有
者
で
も
あ
る
と
い
う
、
デ

カ
ル
ト
の
「
両
義
性
」
に
着
目
し
な
が
ら
、「
無
限
の
観
念
」
を
「
顔
」
と
い

う
倫
理
的
抵
抗
の
具
体
的
経
験
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
評
価
を
積
極
的

な
も
の
へ
と
転
じ
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、「
無
限
の
観
念
」
と
「
顔
」

と
い
う
概
念
が
十
分
に
分
節
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
顔
」
の
経
験
も
ま
た
意
識

に
お
け
る
観
念
の
「
所
有
」
と
し
て
、「
権
力
」
の
極
に
引
き
戻
さ
れ
る
可
能

性
が
残
さ
れ
て
い
た
。

第
四
節
で
は
こ
う
し
た
課
題
を
受
け
つ
つ
『
全
体
性
と
無
限
』
の
主
に
第
一

部
Ａ
「
形
而
上
学
と
超
越
」
を
読
解
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
上
昇
超
越
」
概
念

の
持
つ
射
程
を
以
下
の
三
つ
の
観
点
か
ら
跡
付
け
た
。
第
一
に
、「
絶
対
的
に

他
な
る
も
の
」
と
主
体
と
の
間
の
隔
た
り
は
外
部
的
存
在
が
存
在
す
る
仕
方
自

体
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
「
無
限
の
観
念
」
の
動
態
性
、
す
な
わ
ち
「
無
限

の
無
限
化
」
と
い
う
着
想
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
無
限
の
観
念
」
は
絶
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対
者
と
の
「
分
離
」
を
指
示
す
る
概
念
と
し
て
明
示
さ
れ
た
。
第
二
に
、
そ
の

よ
う
な
観
念
が
生
起
す
る
場
と
し
て
の
コ
ギ
ト
の
中
に
、
歴
史
的
な
時
間
の
秩

序
か
ら
断
絶
し
た
〈
同
〉
の
分
離
の
体
制
た
る
無
神
論
的
な
自
我
の
「
心
性
」

の
次
元
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
第
三
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
分
離
さ
れ
た
自

我
を
出
発
点
と
す
る
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、「
無
限
の
観
念
」
の
脱
形
式

化
と
し
て
の
「
顔
」
の
概
念
が
改
め
て
規
定
さ
れ
た
。「
顔
」
に
お
け
る
無
限

の
啓
示
は
無
神
論
的
な
自
我
が
具
体
的
な
生
に
お
い
て
被
る
経
験
で
あ
り
、
デ

カ
ル
ト
的
観
念
論
に
お
け
る
「
無
限
の
観
念
」
と
は
異
な
り
、
も
は
や
主
体
の

権
力
や
意
味
の
明
証
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
図
式
の
下

で
、
い
か
に
し
て
明
証
性
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
意
味
を
立
ち
上
げ
る
か
、
と

い
う
問
い
が
『
全
体
性
と
無
限
』
第
一
部
Ｂ
「
分
離
と
言
説
」
以
降
の
一
つ
の

焦
点
と
な
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
示
し
た

超
越
の
諸
階
層
に
お
け
る
「
下
降
超
越
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
論
文
「
現
実
と
そ
の
影
」（
一
九
四
八
）
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。

そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
芸
術
作
品
が
知
覚
の
対
象
を
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
の
概
念
的
認
識
の
基
底
に
横
た
わ
る
純
粋
に
感
覚
的
な
次

元
を
露
出
さ
せ
る
作
用
を
「
下
降
超
越
」
と
呼
ん
で
い
る
）
17
（

。『
実
存
か
ら
実
存

者
へ
』
に
お
い
て
、
芸
術
が
も
た
ら
す
「
感
覚
」
の
復
権
お
よ
び
「
知
覚
」
と

の
絶
縁
、
そ
し
て
そ
れ
が
露
出
さ
せ
る
「
存
在
の
不
定
形
の
蠢
き
」
が
「
あイ
リ
ヤる
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
）
18
（

、
こ
の
「
現
実
離
脱
」
と
し
て
の

「
下
降
超
越
」
は
「
あイ
リ
ヤる
」
の
次
元
へ
の
超
越
で
あ
る
。ま
た
、五
〇
年
代
の
フ
ッ

サ
ー
ル
再
受
容
を
反
映
す
る
論
文
の
一
つ
「
現
象
学
的
「
技
術
」
に
つ
い
て
の

考
察
」（
一
九
五
九
）
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』

に
お
け
る
「
原
印
象
」
の
「
自
発
的
発
生
」
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
着
想
に
、

主
観
の
外
部
と
内
部
に
跨
る
「
意
識
的
状
態
の
内
在
性
か
ら
出
発
す
る
背
後
へ

の
超
越
」
を
見
出
し
、
こ
れ
に
「
遡
行－

超
越
」
と
い
う
語
を
充
て
、
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
る
（ED

E, 166

）。
こ
の
「
背
後
へ
の
超
越
」
と
し
て
の
「
遡

行－

超
越
」
の
再
発
見
は
、
同
時
期
の
論
文
「
表
象
の
失
墜
」（
一
九
五
九
）

に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
地
平
」
概
念
に
対
す
る
再
解
釈
と
併
せ
て
『
全
体

性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
享
受
」
論
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
に
お
い
て
、「
上
昇
」「
遡
行
」「
下
降
」
と
い
う
三
つ
の

超
越
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
顔
」「
糧
」「
あイ
リ
ヤる

」
と
い
う
三
つ
の
次
元
に
対
応
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
包
括
的
に
論
じ
る
こ
と
が
本
稿
に
続
く
課
題
で
あ

る
。

注

（
1
）
主
要
文
献
に
つ
い
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
る
。Em

m
anuel Levinas : ED

E 

: E
n découvrant l ’existence avec H

usserl et H
eidegger, 4

e édition corrigée, 

J.V
rin, 2006 ; T

I : T
otalité et infini, K

luw
er A

cadem
ic, Le livre de poche, 

2010 ; Œ
2 : Œ

uvres, t. 2, Paris, Grasset-IM
EC, 2012. Jean W

ahl : EH
T
 

: E
xistence hum

aine et T
ranscendance, Éditions de la Baconnière, N

eucha -

tel, 1944.

（
2
）
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
「
上
昇
超
越
」
と
い
う
語
の
使
用
は
第
一
部A

第
二

節
「
全
体
性
の
断
絶
」
お
よ
び
第
三
節
「
超
越
は
否
定
性
で
は
な
い
」
の
二
箇
所
で
あ

る
。
な
お
後
者
に
関
し
て
は
、
ポ
ッ
シ
ュ
版
で
は
通
常
の
「
超
越
（transcendance

）」



747（364）

と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
初
版
か
ら
第
四
版
に
か
け
て
は
一
貫
し
て
「
上
昇
超
越

（transascendance

）」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
同
箇
所
が
一
箇
所
目
の
記
述
を
引
き
継

ぐ
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
誤
植
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
「
上
昇
超
越
」
と
対
を
な
す
「
下
降
超
越
」
概
念
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
へ
の
影
響
を
辿
っ

た
先
行
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
木
元
麻
里
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ヴ
ァ
ー
ル
：「
下
降

的
超
越
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」、『
実
存
思
想
論
集X

X
IX
 

道
・
心
身
・
修
行
』
所
収
、

理
想
社
、
二
〇
一
四
年
、pp.125-141.

（
4
）
ロ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
は
『
著
作
集
１

』
で
『
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の
恋
人
』
へ
の
示
唆

的
な
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ロ
レ
ン
ス
と
ヴ
ァ
ー
ル
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は

藤
岡
俊
博
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
ロ
レ
ン
ス
：
異
教
的
超
越
」、『
京
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
』11-2

、

京
都
ユ
ダ
ヤ
思
想
学
会
、
二
〇
二
〇
年
、pp.79-97

を
参
照
。

（
5
）
「
第
一
講
演
」
冒
頭
で
提
示
さ
れ
る
こ
の
主
題
は
公
刊
さ
れ
た
「
記
述
か
ら
実
存
へ
」

で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
公
刊
稿
で
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
削
除
し
た
理
由

は
定
か
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
誕
生
」
と
い
う
主
体
の
起

源
に
対
す
る
無
力
に
つ
い
て
の
問
い
は
明
確
に
「
エ
ロ
ス
」
お
よ
び
「
繁
殖
性
」
と
い

う
主
題
と
連
繫
し
て
お
り
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
「
選
び
の
な
い
誕
生
の
宿

命
（fatalité de la naissance non choisie

）」（T
I, 265

）
と
再
定
式
化
さ
れ
つ
つ

論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
）
『
存
在
と
時
間
』
第
50
節
を
参
照
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
死
は
、
現
存
在
で
あ
る
こ
と

の
絶
対
的
な
不
可
能
性
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
」
と
し
て
、
自
ら
の
絶
対
的
不
可
能
性

た
る
死
の
切
迫
を
「
現
存
在
自
身
が
そ
の
つ
ど
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
最

も
固
有
で
、
没
交
渉
的
な
、
追
い
越
し
得
な
い
可
能
性
」
と
し
て
論
じ
た
（M

. H
ei-

degger, Sein und Zeit, N
eunzehnte A

uflage, M
ax N

iem
eyer, 2006, S. 250

）。

（
7
）Em
m
anuel Levinas, Le tem

ps et l ’autre, PU
F, l ’édition Q

uadrige, 2007, 

pp.37-38.

（
8
）
「
自
ら
の
自
己
同
一
性
か
ら
の
解
放
を
要
求
す
る
基
体
化
の
弁
証
法
的
構
造
│
│
こ

れ
が
我
々
に
対
し
て
現
れ
た
の
は
主
体
の
性
〔sexualité

〕
に
お
い
て
で
あ
る
」（Œ

2, 

138-139

）。

（
9
）
と
り
わ
けT
I, 312

以
下
。
ま
た
、
こ
の
概
念
を
一
九
四
七
年
の
論
文
「
ユ
ダ
ヤ
的

存
在
」
か
ら
詳
細
に
跡
付
け
る
研
究
と
し
て
渡
名
喜
庸
哲
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
企
て
：『
全

体
性
と
無
限
』
と
「
人
間
」
の
多
層
性
』
勁
草
書
房
、
二
〇
二
一
年
を
参
照
。

（
10
）
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
音
」
の
主
題
系
は
「
権
力
と
起
源
」
の
前
年
の
哲
学
コ
レ
ー

ジ
ュ
講
演
「
発
話
と
沈
黙
」（
一
九
四
八
）
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）Jacques D

errida, La voix et le phénom
ène; Introduction au problèm

e du 

signe dans la phénom
énologie de H

usserl, 5
e édition Q

uadrige, PU
F, 2016, 

p.93.

（
12
）
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
デ
リ
ダ
の
よ
う
に
、
還
元
不
可
能
な
指
標
の
「
反
復
可
能
性
」
に
意

味
の
イ
デ
ア
的
同
一
性
の
源
泉
を
見
る
（La voix et le phénom

ène, op., cit., p.62

）

こ
と
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
外
部
性
に
「
他
人
」
か
ら
の
「
教
え
」
と
い
う

規
定
を
与
え
る
。
と
は
い
え
、
デ
リ
ダ
も
ま
た
「
他
人
と
の
関
係
の
内
に
は
、
指
標
作

用
を
還
元
不
可
能
な
も
の
に
変
え
る
何
も
の
か
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
た

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
（Ibid., p.42

）。

（
13
）
『
省
察
』
第
四
省
察
の
以
下
の
一
節
を
参
照
。「〔
…
〕
私
が
こ
の
よ
う
な
〔
神
の
〕

観
念
を
所
有
す
る
自
我
で
あ
る
、
な
い
し
は
そ
の
よ
う
な
自
我
と
し
て
存
在
し
て
い
る

と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
か
ら
、
私
は
神
の
存
在
を
、
そ
し
て
私
の
存
在
が
私

の
生
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
お
い
て
全
面
的
に
神
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
極

め
て
明
証
的
に
結
論
す
る
〔
…
〕」（René D

escartes, Œ
uvres de D

escartes, C. 

A
dam
 et P. T

annery [éd.], tom
e V
II, J.V

rin, Paris, 1996, p.53

）。

（
14
）
「
生
起
」
と
い
う
語
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
か
け
る
独
特
の
負
荷
に
注
意
。「
生
起
と
い
う

用
語
は
、
存
在
の
実
効
化
（
出
来
事
が
「
起
こ
る
」、
自
動
車
が
「
生
産
さ
れ
る
」）
を

指
し
示
す
と
同
時
に
、
存
在
が
光
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
呈
示
（
論

拠
が
「
提
示
さ
れ
る
」、
俳
優
が
「
登
場
す
る
」）
を
指
し
示
す
」（T

I, 11

）。「
生
起
」

は
そ
れ
ゆ
え
、
客
体
な
い
し
は
存
在
体
（entité

）
が
存
在
に
登
記
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
に
、

そ
れ
が
出
来
事
と
し
て
到
来
す
る
と
同
時
に
、
述
定
な
い
し
は
概
念
的
把
握
に
引
き
渡

さ
れ
る
と
い
う
二
重
の
事
態
を
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
の
存
在
へ
の
登
記
の
二
重
性
は

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
他
者
」
に
つ
い
て
の
思
考
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
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て
い
る
「
無
限
の
観
念
」
お
よ
び
「
無
限
の
無
限
化
」
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
の
定
義

も
ま
た
、
こ
の
「
生
起
」
の
両
義
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。

（
15
）
『
全
体
性
と
無
限
』
の
約
述
的
な
側
面
を
持
つ
論
文
「
自
我
と
全
体
性
」（
一
九
五
四
）

に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
人
間
の
〈
同
〉
と
し
て
の
生
物
学
的
生
と
〈
他
〉
に
対

す
る
形
而
上
学
的
意
識
の
二
重
性
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
理
性
的
動
物
と

は
、
理
性
が
動
物
に
跨
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
両
項
の
相
互
浸
透

が
独
特
な
構
造
を
描
く
の
で
あ
る
」（Em

m
anuel Levinas, E

ntre nous : E
ssai 

sur le penser-à-l ’autre, Grasset, Le livre de poche, 1991, p.25

）。

（
16
）
シ
ュ
ネ
ル
は
適
切
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ひ
と
は
そ
の
も
の
と
し
て
の

無
限
を
所
有
し
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
「
観
念
」
を
の
み
所
有
し
て
い
る
。
我
々
に
と
っ

て
、
我
々
が
無
限
に
到
達
す
る
の
は
観
念
を
介
し
て
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
我
々
に

0

0

0

と
っ
て

0

0

0

（
強
調
し
て
お
こ
う
）
観
念
は
そ
こ
で
《
条
件
付
け
る
も
の
》
で
あ
る
。
し
か

し
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
観
念
を
手
に
し
た
の
な
ら
ば
、
観
念
は
《
観
念
さ
れ
た

0

0

0

0

0

も
の

0

0

》
に
よ
っ
て
全
面
的
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
観
念
の
起
源
は

《
観
念
さ
れ
た
も
の
》
で
あ
り
、《
観
念
さ
れ
た
も
の
》
が
観
念
を
条
件
付
け
て
い
る
」

（A
lexander Schnell, E

n face de l ’extériorité : Levinas et la question de la 

subjectivité, J. V
rin, 2010, p.24

）。

（
17
）Em

m
anuel Levinas, Les im

prévus de l ’histoire, Fata M
organa, Le livre 

de poche, 1994, p.118.

（
18
）Em

m
anuel Levinas, D

e l ’existence à l ’existant, J.V
rin, l ’édition de poche, 

2013, p.79.




