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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
を
感
性
的
な
も
の
（le sensible

）
と
い
う
視
点
か
ら

な
が
め
て
み
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
か
れ
の
「
感
性
論
」
は
、
受

動
性
と
し
て
の
感
受
性
と
主
体
性
の
概
念
を
根
底
か
ら
と
ら
え
な
お
す
よ
う
な

ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
考
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
感
性
的
な
も
の
に

か
ん
す
る
主
題
系
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
一
貫
し
て
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
つ

づ
け
た
と
い
う
の
が
、
本
論
に
お
け
る
わ
た
し
な
り
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

こ
の
テ
ー
ゼ
に
し
た
が
い
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
に
と
っ
て
は

自
明
事
に
属
す
る
こ
と
も
ふ
く
め
、
と
り
わ
け
『
全
体
性
と
無
限
』
と
『
存
在

す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
に
結
実
し
た
思
想
を
た
ど
り
な
お
し
て
み
た
い
）
1
（

。
そ

の
さ
い
、
た
え
ず
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
問
い
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
感
覚
の
固
有
性
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
重
要
性
を
も

つ
に
い
た
っ
た
の
か
。

二
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
を
な
が
め
わ
た
し
た
と
き
、
な
ぜ
倫
理
的
関
係
の

主
題
化
で
完
結
せ
ず
、
さ
ら
に
、
超
越
の
享
受
と
し
て
の
エ
ロ
ス
的
関
係

へ
と
す
す
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

三
、
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
と
っ
て
中
核
的
な
意
味
を
な
すdésinté-

ressm
ent

の
概
念
は
カ
ン
ト
以
来
の
伝
統
に
か
ん
す
る
議
論
の
全
体
の

な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
い
に
と
り
く
む
た
め
に
ま
ず
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
感
性
的

な
も
の
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
登
場
す
る
の
か
、
み
て
お
く
こ
と
に
し

よ
う
。
さ
し
あ
た
り
そ
れ
は
、
知
覚
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
経
験
が
ど

こ
ま
で
く
み
つ
く
さ
れ
る
の
か
と
い
う
現
象
学
的
問
い
に
集
約
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
現
象
学
に
よ
る
知
覚
的
世

界
の
構
成
が
、「
感
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
感
覚
（sentir

）
の
固
有
性
を

剥
奪
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
対
象
化
と
無
縁

で
、
純
粋
に
質
的
か
つ
主
観
的
だ
と
さ
れ
て
き
た
〔
感
覚
の
〕
あ
り
方
か
ら
、

具
体
的
所
与
と
し
て
の
性
格
を
う
ば
い
さ
る
こ
と
で
、
志
向
性
の
観
念
は
感
覚
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の
観
念
を
動
揺
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
」（T

I, 203

）。
そ
の
と
き
感
覚
は
、
わ

た
し
た
ち
の
生
の
現
実
の
客
観
的
で
対
象
的
な
要
素
と
み
な
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
色
で
い
え
ば
、
つ
ね
に
そ
れ
は
、
物
と
と
も
に
、
延
長
を
有
す
る
も
の
と
し

て
（
服
の
色
、
芝
生
の
緑
、
空
の
青
と
し
て
）
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
指
摘
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
感
覚
に
た
い
す
る

現
象
学
的
見
方
、
と
り
わ
け
『
論
理
学
研
究
』
か
ら
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
い
た

る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
感
覚
と
は
、
そ
の
つ
ど
具
体

的
な
知
覚
経
験
を
さ
さ
え
る
素
材
（
ヒ
ュ
レ
ー
）
で
あ
り
、
形
相
（
モ
ル

フ
ェ
ー
）
と
し
て
意
味
付
与
す
る
志
向
性
に
た
い
し
て
あ
た
え
ら
れ
る
デ
ー
タ

（Em
pfindungsdaten

）
で
し
か
な
い
。い
い
か
え
る
と
、こ
の
段
階
で
の
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
と
し
て
の
感
覚
は
対
象
構
成
の

働
き
に
吸
収
し
つ
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
固
有
性
を
う
ば
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

要
す
る
に
感
覚
は
、
志
向
的
な
知
覚
経
験
に
包
摂
さ
れ
、
生
き
生
き
し
た
力
を

喪
失
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
そ
の
後
『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
を
は
じ
め
と
す
る
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
に

お
い
て
は
、
身
体
状
態
の
内
的
感
覚
と
し
て
の
感
覚
態
（Em

pfindnisse
）
や

受
動
的
綜
合
の
分
析
が
、
知
覚
に
さ
き
だ
つ
始
原
的
次
元
に
光
を
あ
て
た
と
い

え
よ
う
し
、
ま
た
そ
れ
を
う
け
つ
い
だ
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
、
交
叉
配
列
（
キ

ア
ス
ム
）
や
絡
み
あ
い
と
い
っ
た
概
念
を
独
自
に
展
開
し
て
い
っ
た
。
し
か
し

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
能
動
と
受
動
、
知
覚
す
る
こ
と
と
知
覚
さ
れ
る

こ
と
の
癒
合
的
接
触
と
い
う
テ
ー
マ
を
拒
絶
す
る
。
そ
こ
に
は
な
お
、
自
己
触

発
の
優
位
が
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
究
極
的
に
は

あ
く
ま
で
絶
対
的
な
〈
他
〉
か
ら
の
徹
底
し
た
分
離
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

か
れ
に
と
っ
て
の
感
覚
の
問
題
も
、
こ
の
よ
う
な
現
象
学
と
の
対
決
と
い
う
文

脈
の
な
か
で
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
感
性
的
な
も
の
の
契
機
が
、
思
惟
す
る
側
の
自
発
性
に

と
っ
て
た
ん
に
素
材
や
質
料
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
は
み
な
さ
な
い
。
感

覚
は
知
覚
の
残
滓
で
は
な
く
、
そ
れ
固
有
の
働
き
を
有
す
る
も
の
と
み
と
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
対
象
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
を
み
た
す
べ
き
内
容
と
し
て
諸
感
覚
を
と

ら
え
る
の
で
は
な
く
、
独
自
（sui generis

）
な
、（
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
質

的
特
性
に
み
あ
っ
た
）
超
越
論
的
機
能
を
諸
感
覚
に
み
と
め
る
必
要
が
あ
る
。

〔
フ
ィ
ヒ
テ
的
意
味
で
の
〕
非
我
（non-m

oi

）
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
諸
構

造
は
、
か
な
ら
ず
し
も
対
象
性
の
諸
構
造
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
感
覚
論
者
は

『
基
体
も
延
長
も
欠
い
た
質
』
を
感
覚
に
探
索
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
『
質
』
へ
と
還
元
さ
れ
た
各
感
覚
の
特
性
が
し
め
す
構
造
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
質
を
そ
な
え
た
対
象
と
い
う
図
式
に
か
な
ら
ず
し
も
還
元
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。」（T

I, 204

）

　

だ
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
感
受
性
と
は
、
途
上
に
あ
る
対
象
化
で

は
な
い
」。
つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
感
覚
は
、
ま

ず
も
っ
て
「
享
受
」
さ
れ
生
き
ら
れ
る
感
性
的
経
験
と
し
て
主
題
化
さ
れ
る
。

こ
の
「
本
質
的
に
自
足
的
な
享
受
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
感
覚
の
表
象

的
内
容
に
く
み
つ
く
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
感
性
的
・
情
動
的
内
容
の
次
元
で
あ

る
。
感
覚
的
享
受
に
た
い
し
て
「
知
覚
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
は
こ
と
な
っ
た
ダ
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イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
を
み
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
）
2
（

（T
I, 204

）。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な

感
覚
の
復
権
と
と
も
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
批
判
的
ま
な
ざ
し
を
む
け
て
い
る
の
は
、

知
覚
経
験
を
み
ち
び
く
志
向
性
と
し
て
の
表
象
作
用
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の

根
底
に
あ
る
理
論
（
テ
オ
ー
リ
ア
）
と
視
覚
の
優
位
性
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
で
企
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
議
論
の
道
筋

を
た
ど
り
な
お
し
て
み
よ
う
。

一
、
表
象
批
判
と
感
覚

　

も
っ
と
も
基
礎
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
作
用
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
広
範
な
働
き
と
し

て
直
観
を
想
定
す
る
こ
と
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
起
点
に
あ
り
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
ま
ず
着
目
す
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
直
観
理
論
』（
一
九
三
〇
）
の
時
点
で

す
で
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
問
題
意
識
の
う
ち
に
、
表
象
と
視
覚
の
優
位
性
へ
の

批
判
、
一
種
の
主
知
主
義
へ
の
批
判
が
み
い
だ
さ
れ
る
。「
直
観
」
が
著
作
の

タ
イ
ト
ル
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
現
象
学
に
た
い
す
る
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
関
心
の
所
在
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル

に
お
け
る
直
観
は
、
予
断
を
排
し
て
対
象
に
む
か
う
厳
格
な
概
念
と
し
て
提
示

さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
つ
ね
に
他
の
諸
作
用
に
し
の
び
こ
ん
で
い
る
基
礎
的

な
働
き
と
し
て
の
、
ひ
と
つ
の
理
論
作
用
と
も
み
な
さ
れ
て
い
る
（T

H
I, 

141

）。
意
識
の
本
質
性
格
と
し
て
の
志
向
性
に
は
、
直
観
（
視
る
こ
とvision, 

Sehen

）
が
い
わ
ば
貼
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意

味
で
の
直
接
的
に
「
視
る
こ
と
」（
ノ
エ
イ
ン
、
原
的
に
あ
た
え
る
意
識
）
は
、

あ
ら
ゆ
る
理
性
的
言
表
の
究
極
的
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（H

ua.

III, 44.

）。
い
い
か
え
る
と
、
視
る
こ
と
に
は
「
正
当
化
す
る
」
機
能
が
あ
る

の
で
あ
り
、
と
い
う
の
も
視
る
こ
と
は
、
そ
の
対
象
を
直
接
あ
た
え
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
視
る
こ
と
が
お
の
れ
の
対
象
を
現
実
化
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

視
る
こ
と
は
理
性
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
主
知
主
義
、
観
想
的
・
理
論
的
態
度
の
優
越
は
、
こ

う
し
て
確
固
と
し
た
も
の
と
な
る
。
た
し
か
に
後
期
の
よ
り
深
化
し
た
思
想
に

お
い
て
は
、
知
覚
世
界
と
科
学
的
世
界
と
が
区
別
さ
れ
、
存
在
論
的
順
序
に
お

い
て
、
後
者
が
知
覚
世
界
（
生
活
世
界
）
よ
り
あ
と
の
も
の
で
、
そ
れ
に
依
存

し
て
い
る
こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ
た
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ッ
サ
ー
ル

が
そ
の
具
体
的
世
界
を
理
論
的
・
観
想
的
対
象
の
世
界
と
み
な
し
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
の
点
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
に
批
判
的
に
対
峙
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
も
、
表
象
と
視
覚
の
特
権
性
が
、
現
象
学
ば

か
り
で
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
西
欧
哲
学
に
奥
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
そ
れ
へ
の
批
判
が
く
り
か
え
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
視
覚
に

必
要
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
視
覚
器
官
で
あ
る
目
と
、
視
ら
れ
る
対
象
の

ほ
か
に
、
両
者
の
関
係
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
る
第
三
の
も
の
と
し
て
光
が
あ

る
と
さ
れ
る
（『
国
家
』507D

-E

）
が
、
視
覚
を
可
能
に
す
る
こ
の
光
こ
そ
、

い
っ
さ
い
の
対
象
化
と
表
象
に
さ
き
だ
つ
ア
プ
リ
オ
リ
を
意
味
し
て
い
る
。
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「
こ
の
光
に
よ
っ
て
、
闇
は
放
逐
さ
れ
て
物
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
光
は
空
間
を
空
け
ひ
ら
く
の
で
あ
る
」（T

I, 206

）。
こ
う
し
て
視
覚

と
と
も
に
、（
ま
た
そ
れ
に
準
じ
て
触
覚
と
と
も
に
）、
わ
た
し
た
ち
が
存
在
す

る
も
の
と
出
会
う
た
め
の
空
虚
な
場
が
ひ
ら
か
れ
る
。
光
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
こ
の
ひ
ら
か
れ
た
場
こ
そ
、
物
に
た
い
し
て
対
象
性
と
い
う
存
在
様
態
を

可
能
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
は
な
に
も
の
で
も
な
い
も
の
、
つ
ま
り
存
在
の

開
示
性
な
の
で
あ
り
、「
こ
う
し
た
視
覚
の
図
式
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
い
た
る
ま
で
み
と
め
ら
れ
る
」。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
視
覚
を
つ

う
じ
て
、
存
在
す
る
も
の
を
明
る
み
に
お
く
こ
と
は
、
そ
の
も
の
の
理
解
可
能

性
が
わ
た
し
た
ち
に
贈
り
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
も
の

を
対
象
化
し
主
題
化
し
、
つ
ま
り
は
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。

　

現
象
学
に
お
い
て
こ
の
こ
と
は
、
同
様
の
仕
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
志
向
性
を
表

象
作
用
と
し
て
特
権
化
す
る
企
て
と
な
っ
て
登
場
す
る
。
表
象
（
再
現
前
化
）

す
る
こ
と
は
、
流
れ
ゆ
く
感
覚
に
意
味
を
あ
た
え
、
知
覚
を
構
成
し
、
現
在
の

思
考
の
瞬
間
に
つ
れ
も
ど
す
こ
と
で
あ
る
。「
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
表
象

と
は
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
方
法
の
価
値
と
、
永
遠
的
真
理
に
た

い
す
る
そ
の
寄
与
は
、
表
象
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
意
味
に
、
存
在
す
る
も
の
を

ノ
エ
マ
に
、
還
元
す
る
こ
と
の
普
遍
的
可
能
性
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
つ
ま
り

存
在
す
る
も
の
の
存
在
さ
え
ノ
エ
マ
に
還
元
し
う
る
と
い
う
も
っ
と
も
驚
く
べ

き
可
能
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。」（T

I, 133

）

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
表
象
・
視
覚
批
判
の
根
底
に
あ
る

も
の
と
は
、
表
象
が
内
在
性
と
同
一
性
を
け
っ
し
て
こ
え
ら
れ
ず
、
無
限
と
も
、

他
者
と
も
、
出
会
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
っ
さ
い
を
世
界
の

う
ち
に
内
在
化
す
る
志
向
性
に
た
い
し
て
か
れ
は
、
対
象
化
し
主
題
化
す
る

「
視
る
こ
と
」
と
し
て
の
表
象
と
は
別
の
連
関
を
、
つ
ま
り
〈
他
〉
を
〈
同
）
3
（

〉

に
還
元
す
る
こ
と
の
な
い
関
わ
り
方
を
、
求
め
る
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
〈
他
〉
と
の
関
係
性
を
感
性
的
な
も
の

の
次
元
で
探
求
す
る
。
か
れ
は
、
感
覚
的
生
の
享
受
を
、
表
象
作
用
に
よ
る
対

象
化
に
鋭
く
対
置
し
、
直
接
性
を
、
直
観
（
視
る
こ
と
）
の
う
ち
に
で
は
な
く
、

享
受
（
…
…
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
）
に
求
め
る
。「
感
受
性
と
は
、
な
お
完

成
途
上
に
あ
る
対
象
化
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
特
徴
づ

け
て
い
る
の
は
、
本
性
上
充
足
し
て
い
る
享
受
で
あ
り
、
感
覚
の
表
象
的
内
容

は
、
そ
の
情
動
的
（affectif

）
内
容
に
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。」（T

I, 

204

）

　

表
象
の
定
義
が
、〈
他
〉
を
〈
同
〉
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、

享
受
と
し
て
の
感
受
性
と
は
、
逆
に
、〈
他
〉
を
〈
同
〉
に
よ
っ
て
く
み
つ
く

さ
な
い
こ
と
、〈
他
〉
を
〈
他
〉
の
ま
ま
に
味
わ
い
、
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

享
受
と
は
、〈
他
〉
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
依
存
と
、
自
己
完
結
し
た

〈
同
〉
と
し
て
の
自
存
（indépendance

）
と
が
同
時
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

表
象
に
よ
る
認
識
作
用
に
お
け
る
よ
う
に
、
い
っ
さ
い
を
分
離
さ
れ
た
内
在
性

の
領
域
に
、
つ
ま
り
〈
他
〉
を
〈
同
〉
に
、
還
元
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
あ
っ
て
は
、
感
性
的
主
体
、
享
受
す
る

主
体
が
、
他
者
と
の
関
係
性
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
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そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
最
終
的
に
は
「
超
越
の
享
受
」
と
し
て
の
エ
ロ
ス
的
関

係
さ
え
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
表
象
批
判
と
感
受
性
の
テ
ー
マ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、

顔
と
倫
理
的
関
係
、「
超
越
の
享
受
」
と
し
て
の
エ
ロ
ス
的
関
係
等
の
主
要
テ
ー

マ
系
に
た
い
し
て
、
基
礎
論
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ

が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
い
う
よ
う
な
、
表
象
と
理
論
知
に
包
括
さ
れ
え
な
い
享
受

と
は
、
具
体
的
に
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
エ
レ
メ
ン
ト
の
享
受

二-

一
、
感
覚
と
し
て
の
享
受

　

非
対
象
化
的
な
感
受
性
の
働
き
の
次
元
を
指
示
す
る
た
め
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

享
受
（jouissance

）
と
い
う
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
日
常
語
を
え
ら
び
だ
す
。
わ

た
し
た
ち
は
、
対
象
化
し
認
識
し
主
題
化
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
感
覚
に
ふ
れ
、
ひ
た
り
、
享
楽
し
、
味
わ
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
カ
ン
ト
以
来
の
思
考
に
お
な
じ
み
の
、
対
象
の
能

動
的
構
成
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
の
感
性
的
受
容
で
あ
る
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
享
受
の
う
ち
に
、
感
性
的
経
験
に
と
っ
て
固
有
な
次

元
を
み
い
だ
し
、
認
識
と
し
て
の
表
象
作
用
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
前
述

定
的
・
情
動
的
働
き
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
。
享
受
は
、
主
題
化
さ
れ
対
象
化

さ
れ
た
も
の
に
む
か
う
表
象
作
用
で
は
な
く
、
始
原
的
な
も
の
（
エ
レ
メ
ン

ト
）
4
（

）
へ
と
、
つ
ま
り
「
基
体
も
延
長
も
な
い
質
」
と
し
て
の
感
覚
へ
と
、
む
か

う
。
享
受
は
、
意
識
が
自
他
の
区
別
と
と
も
に
、
客
観
に
た
い
す
る
主
観
へ
と

結
晶
化
し
て
い
く
こ
と
に
さ
き
だ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
享
受
が
感

覚
と
し
て
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で
、
感
覚
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
回
復
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
を
さ
さ
え
る
も
の
を
享
受

す
る
と
い
う
感
受
性
の
基
礎
的
働
き
を
、
対
象
化
的
表
象
作
用
と
し
て
の
志
向

性
か
ら
峻
別
す
る
が
、
そ
の
と
き
必
要
と
さ
れ
る
研
究
を
「
享
受
と
し
て
の
感

覚
の
現
象
学
」
と
名
づ
け
て
い
る
（T

I, 205

）。
つ
ま
り
か
な
ら
ず
し
も
対
象

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
た
ん
な
る
視
覚
的
対
象
の
質
的
特
性
に
還
元

さ
れ
る
こ
と
も
な
い
よ
う
な
、「
感
覚
の
超
越
論
的
機
能
」
こ
そ
が
、
現
象
学

的
に
探
究
さ
れ
性
格
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
「
原

ヒ
ュ
レ
ー
」
と
し
て
自
我
を
根
源
的
に
触
発
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
感
覚
所

与
を
、
対
象
へ
の
志
向
性
の
う
ち
に
と
り
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
対
象

化
的
表
象
に
さ
き
だ
つ
内
在
的
生
の
次
元
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
ず
も
っ
て
確
保

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
「
感
受
性
と
は
享
受
で
あ
る
」（T

I, 144

）。

そ
し
て
「
感
受
性
は
、
表
象
の
一
契
機
と
し
て
で
は
な
く
、
享
受
と
い
う
事
実

と
し
て
記
述
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
ま
た
、
享
受
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
か
か
わ
る
の
は
、
表
象

作
用
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
「
実
体
」
と
化
し
た
物4

で
は
な
く
、
端
的
に
質4

で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
な
に
か
あ
る
も
の
の4

質
、
実
体
に
付
着
し
た
質
で
さ
え

な
い
。
そ
れ
は
「
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
到
来
す
る
」
よ
う
な
な
に
か
で
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あ
る
。
そ
し
て
「
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
存
在
し
な
い
『
な
に
か
』
か

ら
、
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
現
れ
る
も
の
な
く
し
て
現
れ
る
こ
と
、

し
た
が
っ
て
ま
た
わ
た
し
が
そ
の
源
泉
を
把
握
4

4

し
え
な
い
の
に
、
た
え
ず
到
来

4

4

4

4

4

す
る
4

4

こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
が
、
感
受
性
と
享
受
の
未
来
を
え
が
き
だ
し
て
い

る
」（T

I, 150
）。
享
受
さ
れ
る
質
は
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
消
え
さ
り
ゆ
く
無

限
定
な
も
の
（
ト
・
ア
ペ
イ
ロ
ン
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
質
的
な
も
の
を
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
、
エ
レ
メ
ン
ト
、
つ
ま
り
始
原
的
な
も
の
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
エ
レ
メ
ン
ト
と
は
、
足
蹠
の
地
面
の
感
触
で
あ
り
、
風
の
心
地
よ

い
肌
ざ
わ
り
で
あ
り
、
か
ま
ど
の
炎
の
ぬ
く
も
り
で
あ
り
、
喉
を
つ
た
う
水
の

冷
た
さ
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
始
原
的
な
も
の
を
糧
と
し
て
享
受
し
、

味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
生
を
や
し

な
う
食
糧
や
飲
料
だ
け
で
は
な
い
。
薄
汚
れ
た
家
具
の
お
か
れ
た
昔
な
じ
み
の

部
屋
の
雰
囲
気
や
、
着
古
し
た
シ
ャ
ツ
の
風
合
い
や
、
す
り
へ
っ
た
道
具
の
肌

ざ
わ
り
を
わ
た
し
た
ち
は
享
受
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
囲
碁
の
手
の
は
る
か

な
可
能
性
の
ひ
ろ
が
り
や
、
頭
の
な
か
で
構
築
さ
れ
た
数
式
さ
え
、
そ
れ
ぞ
れ

の
味
わ
い
を
お
び
て
い
る
。
日
常
に
お
い
て
道
具
と
か
か
わ
り
、
街
の
路
地
裏

を
呼
吸
し
、
友
人
た
ち
と
他
愛
な
い
お
し
ゃ
べ
り
の
時
間
を
す
ご
す
こ
と
か
ら

わ
た
し
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
の
生
の
喜
び
を
く
ん
で
い
る
。
理
解
し
、
想
像
し
、

推
論
す
る
こ
と
に
お
い
て
か
か
わ
る
も
の
さ
え
わ
た
し
た
ち
は
同
時
に
享
受
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
し
あ
た
り
享
受
（
…
…
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
）
と
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と

り
こ
む
こ
と
で
あ
り
、
栄
養
補
給
で
あ
り
、
飢
え
・
欲
求
・
欠
如
を
み
た
す
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
た
ん
に
生
き
る
目
的
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な

い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
が
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
で
説
く
よ
う
な
、

疥
癬
を
か
き
む
し
り
つ
づ
け
る
ひ
と
の
「
否
定
的
快
」
で
も
な
い
。
生
を
み
た

す
内
容
は
生
き
ら
れ
、
同
時
に
そ
れ
は
生
を
や
し
な
う
。
ひ
と
は
そ
の
生
を
生

き
る
。
生
き
る
と
は
他
動
詞
で
あ
っ
て
、
生
を
み
た
す
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
が
、

生
き
る
と
い
う
他
動
詞
の
目
的
語
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
内
容
を
生
き
る
活
動

そ
れ
自
身

4

4

4

4

が
、
生
の
内
容
を
な
す
の
で
あ
る
（T

I, 1

）
5
（

13f.

）。

二-

二
、
自
我
の
絶
対
的
始
ま
り
と
し
て
の
享
受

　

だ
が
、
享
受
と
感
覚
に
か
ん
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、『
全
体
性
と
無
限
』

を
中
核
と
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
お
い
て
主
と

し
て
問
わ
れ
た
の
は
、
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
に
さ
き
だ
っ
て
、
そ
の
前
提
を

な
す
よ
う
な
主
体
の
生
成
、
つ
ま
り
他
な
る
も
の
か
ら
の
自
我
の
分
離
で
あ
り
、

全
体
性
に
包
摂
さ
れ
え
な
い
内
部
性
、（
融
即participation

に
解
消
さ
れ
な

い
）
無
神
論
的
な
断
絶
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
み
て
い
こ
う
。

　
『
全
体
性
と
無
限
』
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
の
は
、
主
体
性
と
そ
の
内
部
的
生

（
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
）
を
、
外
部
を
欠
い
た
全
体
性
の
秩
序
に
回
収
し

つ
く
す
こ
と
の
拒
絶
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
性
と
は
、（
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
存
在

論
で
あ
れ
、
現
象
学
的
表
象
主
義
で
あ
れ
）
他
な
る
も
の
の
い
っ
さ
い
を
〈
同
〉

に
包
括
し
つ
く
し
て
し
ま
う
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

全
体
性
の
立
場
を
こ
ば
む
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
主
体
の
内
部
性
の
次
元
が
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確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

内
部
性
と
は
、
本
質
的
に
、
わ
た
し
と
い
う
一
人
称
に
む
す
び
つ
け
ら
れ
て

お
り
、
普
遍
化
し
え
な
い
自
我
固
有
の
時
間
に
お
い
て
生
き
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

も
の
で
あ
る
。「
分
離
が
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
お
の
お
の
の
存
在
が

自
分
の
時
間
を
、
い
い
か
え
れ
ば
自
分
の
内
部
性

4

4

4

を
、
有
す
る
場
合
だ
け
で
あ

り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
が
普
遍
的
時
間
に
吸
収
さ
れ
な
い
場
合
だ
け
で
あ

る
。
内
部
性
の
次
元
に
よ
っ
て
存
在
は
概
念
を
拒
否
し
、
全
体
化
に
抵
抗
す

る
。」（T

I, 50f.

）

　

こ
の
よ
う
な
内
部
性
の
時
間
こ
そ
、
享
受
の
現
在
性
で
あ
る
。
す
で
に
み
た

よ
う
に
、
無
垢
で
幸
福
な
生
の
享
受
に
お
い
て
は
、
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か

ら
生
じ
て
消
え
さ
っ
て
い
く
も
の
、
そ
の
つ
ど
開
始
さ
れ
る
瞬
間
が
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
享
受
の
内
部
性
は
、
歴
史
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

時
間
の
秩
序
を
創
設
す
る
。
普
遍
的
な
歴
史
の
時
間
が
全
体
化
す
る
も
の
で
あ

る
か
ぎ
り
、
自
我
の
分
離
を
起
点
と
す
る
内
部
的
生
が
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。「
内
部
的
生
の
非
連
続
性
は
歴
史
の
時
間
を
中
断

す
る
」
の
で
あ
る
（T

I, 51

）。

　

わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で
、
以
上
の
よ
う
な
自
我
の
内
部
性
、
享
受
の
非
歴
史

性
、
概
念
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
単
独
性
（singulari-

té

）
が
、
ま
さ
に
感
覚
（sensation

）
の
次
元
で
生
起
す
る
こ
と
を
み
て
と
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
端
的
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。「
自
我
の
エ

ゴ
イ
ズ
ム
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
は
、
感
受
性
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
な

4

4

4

の
は
4

4

、4

感
じ
る
側
で
あ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、4

感
じ
ら
れ
る
側
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
万
物
を
測
る
尺
度

と
し
て
の
人
間
、
い
い
か
え
れ
ば
な
に
も
の
に
よ
っ
て
も
測
ら
れ
な
い
人
間
、

ま
た
万
物
を
比
較
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
は
比
較
さ
れ
え
な
い
人
間
は
、
感
覚

を
感
覚
す
る
と
い
う
働
き
（le sentir de la sensation

）
に
お
い
て
は
っ
き

り
と
た
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。」（T

I, 53

）

　

感
覚
す
る
者
の
単
独
性
は
、
比
較
し
え
な
い
も
の
、
比
類
な
い
も
の
（
プ
ロ

タ
ゴ
ラ
ス
的
人
間
）
と
し
て
、
内
部
性
の
領
域
に
と
じ
こ
も
る
。
そ
の
と
き
感

覚
の
一
回
性
は
、
い
か
な
る
体
系
性
と
全
体
化
も
、
ま
た
そ
の
普
遍
的
法
則
性

も
、
崩
壊
さ
せ
る
拠
点
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
）
6
（

。

　

こ
の
よ
う
な
分
離
さ
れ
た
生
の
感
性
的
享
受
が
指
示
し
て
い
る
の
は
、
表
象

さ
れ
た
い
っ
さ
い
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
こ
え
た
、
糧
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
余

剰
（surplus

）
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
量
的
な
余
剰
で
は
な
い
。
む
し
ろ

そ
れ
は
、
絶
対
的
な
始
ま
り
で
あ
る
自
我
が
、
非
我
（
わ
た
し
で
は
な
い
も
の
）

に
ぶ
ら
さ
が
り
、
従
属
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
有
り
よ
う
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

抽
象
的
に
い
え
ば
こ
の
構
造
は
、
外
部
性
の
肯
定
、
し
か
も
た
ん
に
観
想
的
・

理
論
的
で
は
な
い
肯
定
と
し
て
、
記
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（T

I, 135

）。

　

け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
享
受
と
は
、
糧
と
し
て
の
非
我
を
〈
同
〉
に
内
在
化

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
種
独
特
な
自
存
性
（une indépendance sui 

generis

）
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
（
享
受
に
お
け
る
余
剰
と
し
て
の
）

自
我
の
自
存
性
は
、
す
で
に
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
お
い
て
、「
あ
る
（
イ

リ
アil y a
）」
の
恐
怖
か
ら
の
脱
出
と
し
て
の
主
体
生
成
（hypostase

）、
そ

の
瞬
間
性
、
現
在
性
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
た
と
え
ばT

I, 207f.
参
照
）。
い
い
か
え
る
と
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
非
人
称
的
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な
「
あ
る
（
イ
リ
ア
）」
と
の
連
関
に
お
い
て
、
顔
を
欠
い
た
存
在
の
め
ま
い

を
わ
か
ち
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
じ
つ
は
「
あ
る
（
イ
リ
ア
）」
の
恐
怖
か

ら
の
逃
亡
と
、
享
受
の
幸
福
な
自
己
充
足
と
は
、
コ
イ
ン
の
裏
表
な
の
で
あ
る

（T
I, 207f.

）。

　

享
受
さ
れ
内
在
化
さ
れ
る
も
の
、
エ
レ
メ
ン
ト
（
始
原
的
な
も
の
）
は
、「
あ

る
（
イ
リ
ア
）」
の
う
ち
に
延
び
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
エ
レ
メ
ン
ト
の
測
り
し

れ
な
い
深
さ
と
そ
の
予
見
不
能
な
到
来
は
、「
あ
る
（
イ
リ
ア
）」
の
匿
名
的
な

呟
き
に
呼
応
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
享
受
と
は
、
経
験
心
理
学
の
い
う
情
動

的
状
態
で
は
な
く
、
自
我
の
震
え
そ
の
も
の
で
あ
り
、
渦
巻
く
〈
同
〉
の
波
動

そ
れ
自
体
な
の
で
あ
る
）
7
（

。

二-

三
、
享
受
の
繰
り
延
べ

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
享
受
に
か
ん
す
る
議
論
の
全
体
が
、

倫
理
学
に
さ
き
だ
つ
と
同
時
に
そ
の
不
可
欠
の
前
提
を
な
す
感
性
論
と
し
て
の

役
割
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
夜
と
し
て
の
「
あ

る
（
イ
リ
ア
）」
か
ら
の
存
在
者
の
生
成
、
自
我
の
絶
対
的
始
ま
り
の
、
現
象

学
的
記
述
の
試
み
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

だ
が
、
具
体
的
人
間
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
は
、
享
受
の
み
で
生
き
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
社
会
化
し
、「
無
限
」
の
観
念
を
手
に
い
れ
て
お
り
、

も
の
を
表
象
し
、
言
語
化
し
て
生
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
感
覚
の
享
受
か
ら
、

享
受
の
先
延
べ
と
し
て
の
労
働
・
所
有
・
家
政
へ
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
必
然

性
が
た
ど
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
享
受
の
た
だ
な
か
で
、
反
省
的
に
、
あ
る
種
の
集
約
・
内
省
（recueil-

lem
ent

）
が
生
じ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
い
う
。
集
約
（
内
省
）
と
は
、
ふ
つ
う
、

世
界
の
刺
激
に
た
い
す
る
直
接
的
反
応
を
遮
断
し
、
自
己
自
身
に
、
つ
ま
り
そ

の
可
能
性
と
状
況
に
、
集
中
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
集
約
は
、
直
接
的

な
享
受
か
ら
解
き
は
な
た
れ
た
注
意
の
運
動
に
合
致
し
た
働
き
な
の
で
あ
る

（T
I, 164f.

）。

　

そ
し
て
こ
の
集
約
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
家
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
わ
た
し
た
ち
が
わ
が
家
を
建
て
る
こ
と
は
、
分
離
さ
れ
た
存
在
が

み
ず
か
ら
を
集
約
す
る
運
動
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で

内
部
性
が
ひ
ら
か
れ
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
家
の
根
源
的
な
機
能
と

は
、
エ
レ
メ
ン
ト
（
始
原
的
な
も
の
）
の
充
溢
を
い
っ
た
ん
断
っ
て
、
そ
の
た

だ
な
か
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
（
非=

場
所
）
を
切
り
ひ
ら
く
こ
と
な
の
で
あ
る
（T

I, 

167

）。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
お
い
て
、
人
間
が
世
界
の
う
ち
に
身
を
お
く
仕
方
は
、

わ
が
家
と
い
う
私
的
な
領
域
か
ら
世
界
に
到
来
し
た
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ

て
、
し
か
も
人
間
は
い
つ
で
も
わ
が
家
に
身
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
直
接
的
な
享
受
が
、
家
に
お
い
て
は
、
繰
り
延

べ
ら
れ
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
分
離
に
よ
っ
て
、
労
働
と
所
有
も
可

能
に
な
る
。

　

労
働
と
は
、
も
の
た
ち
を
そ
の
固
有
な
場
（
エ
レ
メ
ン
ト
）
か
ら
ひ
き
は
が

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
覆
い
を
と
っ
て
世
界
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

し
た
本
源
的
な
把
持
、
労
働
に
よ
る
掌
握
に
よ
っ
て
、
も
の
が
生
じ
、
自
然
は
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世
界
へ
と
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
所
有
は
、
労
働
の
産
物
を
実
体
と
し
て
定
立
し
、
永
続
化
す
る
。
エ

レ
メ
ン
ト
が
、
手
に
よ
っ
て
固
体
化
さ
れ
基
体
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
将
来
の
享

受
の
た
め
に
保
存
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
所
有
と
は
、
ア
ペ
イ
ロ
ン
（
無

限
定
な
も
の
）
と
し
て
の
夜
か
ら
、
も
の
を
つ
か
み
と
る
と
い
う
な
か
ば
奇
跡

的
な
働
き
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
所
有
は
、
住
ま
い
を
起
点
と
し
て
、
こ

の
世
界
を
発
見
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
（T

I, 175

）。

二-

四
、
ア
ナ
ー
キ
ー
と
超
越

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
す
る
享
受
と
享
受
の
繰
り
延
べ
の
世

界
を
み
て
き
た
。

　

こ
の
世
界
で
実
体
と
し
て
明
確
な
か
た
ち
を
そ
な
え
た
も
の
も
、
そ
の
い
っ

さ
い
が
や
が
て
く
ず
れ
さ
り
、
始
原
的
な
も
の
と
し
て
の
エ
レ
メ
ン
ト
へ
と
回

帰
す
る
。
そ
う
し
た
エ
レ
メ
ン
ト
に
ひ
た
さ
れ
つ
つ
、
自
我
は
盲
者
の
よ
う
に

夜
の
闇
を
手
探
り
す
る
ほ
か
な
く
、
言
葉
を
欠
い
た
外
部
性
は
た
だ
感
触
と
し

て
予
感
さ
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
享
受
と
は
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
け
る

自
存
で
あ
り
、
い
か
に
繰
り
延
べ
よ
う
と
、
最
後
に
は
た
ち
も
ど
っ
て
こ
ざ
る

を
え
な
い
場
所
な
の
で
あ
る
。

　
〈
他
者
〉
と
の
出
会
い
に
さ
き
だ
つ
、
こ
う
し
た
享
受
の
世
界
）
8
（

は
、『
全
体
性

と
無
限
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
無=

起
源
（an-archie

）
と
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
、
享
受
が
起
源
と
し
て
の
他
者
と
の
対
峙
を
欠
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
世
界
内
、
時
間
の
流
れ
、
現
象
界
、
歴
史
、
こ
れ
ら
は
始
ま
り
と

外
部
を
欠
い
た
世
界
で
あ
り
、
無=

起
源
（
ア
ナ
ー
キ
ー
）
と
し
て
自
足
し
自

存
す
る
享
受
の
世
界
で
あ
り
、
顔
を
欠
い
た
神
話
的
な
も
の
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
感
性
的
享
受
は
、「
真
理
を
探
究
す
る
形
而
上
学
的
欲
求
」

を
み
た
す
こ
と
は
で
き
ず
、
外
部
性
を
前
提
す
る
倫
理
的
関
係
と
す
る
ど
く
対

立
す
る
の
で
あ
る
）
9
（

（T
I, 60

）。

　

一
面
に
お
い
て
、
享
受
と
は
い
わ
ば
、
他
者
の
言
語
的
な
啓
示
、
外
部
性
の

語
り
か
け
を
ひ
た
す
ら
待
つ
ほ
か
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
あ
り
方
を
し
め
し
て
お
り
、

享
受
の
欲
求
（besoin

）
と
そ
の
充
足
は
、
他
者
へ
の
渇
望
（désir

）
と
は
別

の
次
元
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
充
足
と
い
う
全
体
性
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
が

（
現
れ
な
が
ら
不
在
で
あ
り
つ
づ
け
る
）「
現
象
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
ら
わ

と
な
る
の
は
、
み
た
さ
れ
た
り
み
た
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
欲
求
の
空
虚
さ
に

す
べ
り
お
ち
て
い
く
こ
と
の
な
い
外
部
性
（extériorité

）
が
ふ
い
に
出
現
す

る
と
き
で
あ
り
、
欲
求
と
は
共
約
不
可
能
な
こ
の
外
部
性
が
、
そ
の
共
約
不
可

能
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
内
部
性
を
う
ち
く
だ
く
と
き
で
あ
る
（T

I, 195

）。

　

で
は
、
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
を
第
一
義
的
に
希
求
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に

と
っ
て
、
感
性
的
享
受
の
次
元
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

享
受
の
感
性
論
は
た
ん
に
、
倫
理
的
関
係
を
問
う
た
め
の
準
備
に
す
ぎ
ず
、
す

ぐ
さ
ま
否
定
さ
れ
克
服
さ
れ
る
べ
き
段
階
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ

が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
享
受
、
感
受
性
な
ど
、
内
部
性
の
い
っ
さ

い
の
次
元
│
分
離
の
分
節
化
で
あ
る
そ
れ
ら
│
が
、〈
無
限
な
も
の
〉
の
観
念

に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
、
つ
ま
り
分
離
さ
れ
た
有
限
存
在
を
起
点
と
し
て
ひ

ら
か
れ
る
〈
他
者
〉
関
係
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
（T

I, 158

）。
い
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い
か
え
る
と
そ
れ
ら
は
、
た
ん
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
身
体
的
・
感
性
的
条
件
を
わ
た
し
た
ち
が
離
脱
で
き

な
い
こ
と
が
、
他
者
の
た
め
に
、
そ
の
身
代
わ
り
と
し
て
わ
が
身
を
曝
し
つ
づ

け
る
倫
理
的
主
体
に
と
っ
て
本
質
的
な
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
に
こ
そ
注

目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
享
受
の
内
部
性
を
前
提
し
て
は
じ

め
て
、
外
部
性
が
問
わ
れ
う
る
わ
け
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
こ
に
享
受
の
感
性
論

の
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。（
後
期
の
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
に

お
い
て
も
、
可
傷
性
、
感
性
的
経
験
、
身
体
性
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
中
心
に
位

置
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
う
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
）
10
（

）。

　

わ
た
し
た
ち
は
つ
ぎ
に
超
越
の
契
機
に
目
を
む
け
る
と
同
時
に
、
超
越
の
享4

受4

と
は
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
問
い
た
ず
ね
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、
超
越
の
享
受

　

一
般
に
〈
他
者
〉
と
の
倫
理
的
関
係
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
の
中
核
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
対
象
化
す
る
こ
と
も
〈
同
〉
化

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
絶
対
的
な
無
限
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
『
全
体
性
と
無
限
』
の
場
合
で
い
え
ば
、
論
の
構
成
が
倫
理
的
関
係
で
完

了
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
超
越
の
享
受
と
し
て
の
エ
ロ
ス
的
関
係
が
提

起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ

と
が
以
下
に
本
論
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

三-

一
、
痕
跡
と
し
て
の
顔

　

わ
た
し
た
ち
は
原
理
的
に
、
同
一
性
の
内
部
的
世
界
に
と
ど
ま
る
ほ
か
な
く
、

〈
同
〉le M
êm
e

の
支
配
を
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
11
（

。
こ
れ
ま
で
、
自
我

で
は
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
の
他
な
る
も
の
（
非
我
）
に
よ
っ
て
わ
た
し
た

ち
が
や
し
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
絶
対
的
他
性
で

は
な
く
、「
わ
た
し
の
滞
在
し
て
い
る
世
界
の
う
ち
に
、
わ
た
し
の
力
の
支
配

下
に
」
あ
っ
て
〈
同
〉
化
し
う
る
よ
う
な
他
性
に
す
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
に
た
い
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
倫
理
的
関
係
に
お
い
て
問
題
に
す
る
の
は
、

絶
対
的
・
形
而
上
学
的
な
〈
他
〉l ’A

utre

の
他
性
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の

〈
他
〉
の
他
性
と
は
、
同
一
性
の
た
ん
な
る
裏
返
し
で
は
な
く
、〈
同
〉
の
い
っ

さ
い
の
主
導
権
、
い
っ
さ
い
の
帝
国
主
義
に
さ
き
だ
つ
よ
う
な
他
性
で
あ
る
、

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
形
而
上
学
的
な
〈
他
〉
は
、「〈
同
〉
を
限
定
す

る
こ
と
の
な
い
他
性
に
よ
っ
て
〈
他
〉
な
の
で
あ
る
が
、
と
い
う
の
も
、
も
し

〈
同
〉
を
限
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、〈
他
〉
は
厳
密
に
い
っ
て
〈
他
〉
で
は
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
場
合
〈
他
〉
は
、
境
界
を
共
有
す

る
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
り
、
な
お
〈
同
〉
で
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。」（T

I, 28

）

　

そ
の
よ
う
な
絶
対
的
〈
他
〉
と
は
〈
他
者
〉A

utrui

で
あ
り
、
自
我
と
は

共
約
不
可
能
な
〈
異
人
〉Etranger

で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
こ
の

よ
う
な
〈
他
者
〉
と
は
、
主
観
的
地
平
を
起
点
と
す
る
こ
と
で
あ
ら
わ
に
な
る

こ
と
の
な
い
物
自
体
で
あ
り
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
物
自
体
で

あ
る
以
上
、〈
他
者
〉
は
自
我
の
延
長
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
り
、
他
我
と
し
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て
構
成
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』（
第
五
省
察
）
に
お
け
る
他
我
（alter 

ego
）
構
成
の
議
論
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
〈
他
者
〉
と
の
関
係
に
と
ど
か
な

い
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
点
を
み
て
お
こ
う
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
原
初
的
領
域
に
お
い
て
他
者
の
身
体
が
構
成
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
身
体
と
わ
た
し
の
身
体
の
あ
い
だ
で
超
越
論

的
な
対
化
（Paarung
）
が
生
起
す
る
。
つ
ま
り
物
体
と
は
区
別
さ
れ
た
生
身

の
わ
た
し
の
身
体
は
、
自
由
に
統
御
可
能
な
唯
一
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
特
殊
な
対
象
を
意
味
的
に
他
者
の
身
体
に
お
き
い
れ
る
こ
と
（Sin-

nesübertragung

）
で
、
対
化
は
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
類
比
に

よ
る
統
覚
に
も
と
づ
く
こ
の
対
化
は
、
意
図
的
な
た
ん
な
る
推
理
作
用
で
は
な

く
、
受
動
的
綜
合
の
次
元
で
生
起
し
て
い
る
よ
う
な
働
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て

最
終
的
に
、
こ
の
他
者
の
身
体
が
他
我
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
他

我
と
の
相
互
的
な
関
係
に
お
い
て
自
我
の
存
在
は
、
間
主
観
性
と
し
て
原
初
的

に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
我
と
他
我
を
ふ
く
む
こ
の
世
界
は
、

間
主
観
的
世
界
、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
ひ
と
に
た
い
し
て
現
存
し
て
い
て
、

そ
の
な
か
に
あ
る
対
象
を
と
お
し
て
す
べ
て
の
ひ
と
が
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
の

で
き
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
〈
他
者
〉
と
の
関
係
は
、
い
か
な
る
か
た
ち

で
あ
れ
、
対
象
構
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
き
か
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま

た
な
に
か
認
識
の
限
界
に
み
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
さ
え
な
い
。
つ
ま
り
フ
ッ

サ
ー
ル
の
他
我
は
、
自
我
の
志
向
的
変
様
に
す
ぎ
ず
、
ど
こ
ま
で
も
〈
同
〉
に

と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
う
〈
他
者
〉
に
と
っ
て
代
わ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
他
我
構
成
へ
の
批
判
は
、
原
理
的
に
い
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
理
解
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
そ
れ

が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
共
同
存
在
で
あ
れ
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
社
会
的
な
も
の
で
あ

れ
、
マ
ル
セ
ル
と
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
我=

汝
関
係
で
あ
れ
、
変
わ
り
は
な
い
。

　

で
は
、〈
他
者
〉
が
物
自
体
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
全
体
性
を
超
越
し
た
存

在
で
あ
る
な
ら
、
そ
し
て
顔
が
「
い
っ
さ
い
の
問
い
に
さ
き
だ
つ
も
の
（
つ
ま

り
無
限
な
も
の
）
の
相
関
者
」
で
あ
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
そ
れ
と
遭

遇
す
る
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
絶
対
的
に
他

な
る
も
の
は
い
か
な
る
仕
方
で
わ
た
し
た
ち
に
か
か
わ
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
。
初
め
か
ら
思
惟
不
可
能
な
超
越
や
他
性
に
た
い
し
て
、
む
し
ろ
わ
た

し
た
ち
は
哲
学
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
あ
く
ま
で
、
絶
対
的
な
〈
他
者
〉
の
他
性
を
「
経
験
」
す
る
こ
と

は
、（
絶
対
的
他
者
の
経
験
と
い
う
言
い
回
し
が
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

つ
つ
）
可
能
で
あ
る
と
い
う
）
12
（

。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
そ
の
経
験
と
は
、
顔

と
の
遭
遇
、
対
面
と
い
う
経
験
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
顔
と

は
、
目
の
ま
え
に
現
前
し
、
表
象
さ
れ
た
容
貌
で
は
な
い
。
顔
は
、
志
向
性
と

内
部
性
の
構
造
の
彼
方
で
「
現
象
」
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
不
在
の
も

の
、
物
自
体
の
表
出
と
し
て
生
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

顔
と
の
関
係
は
、
実
践
に
お
い
て
で
あ
れ
認
識
に
お
い
て
で
あ
れ
、
表
象
と
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理
解
可
能
性
の
関
係
を
超
越
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
日
常
の
対

話
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ケ
ア
、
教
育
、
政
治
的
実
践
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る

関
係
か
ら
遮
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
顔
は
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
こ

ば
む
こ
と
で
現
前
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
顔
は
、
理
解
不
可
能
で
あ
り
、
い

い
か
え
れ
ば
包
括
さ
れ
え
な
い
。
顔
は
視
ら
れ
る
こ
と
も
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
も

な
い
が
、
と
い
う
の
は
視
覚
な
い
し
触
覚
に
お
い
て
は
、
自
我
の
同
一
性
が
対

象
の
他
性
を
つ
つ
み
こ
み
、
ま
さ
に
対
象
が
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。」（T

I, 211

）

　

外
部
性
が
真
の
外
部
性
で
あ
る
の
は
、
顔
と
の
対
面
関
係
に
お
い
て
以
外
に

は
な
い
。
そ
の
場
合
、
顔
が
表
象
で
も
直
観
で
も
視
覚
イ
メ
ー
ジ
で
も
な
い
こ

と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
対
面
は
視
覚
的
に
把
握
さ
れ
え
ず
、
視
覚
よ
り

も
は
る
か
遠
く
に
ま
で
達
す
る
。
顔
と
は
、
表
象
の
廃
墟
に
む
き
だ
し
の
ま
ま

顕
現
し
た
裸
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
裸
性
に
よ
っ
て
の
み
、〈
他
者
〉
の
超

越
と
い
う
無
限
な
も
の
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。（cf.

「
表
象
の
没
落
」、『
実

存
の
発
見
』
所
収
、ED

E, 125-135

）

　

顔
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
あ
ら
わ
す
〈
他
者
〉
は
、
自
身
の
形
象
的
様
態
を

突
破
す
る
。〈
他
者
〉
の
顕
現
と
は
、〈
他
者
〉
を
開
示
す
る
は
ず
の
形
態
を
ぬ

ぎ
す
て
る
こ
と
で
あ
り
、
む
き
だ
し
の
顔
の
裸
性
と
じ
か
に
む
き
あ
う
こ
と
で

あ
る
）
13
（

。
し
た
が
っ
て
顔
の
「
記
述
」
は
い
わ
ば
、
対
立
す
る
項
に
よ
っ
て
否
定

的
に
提
示
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
形
象
の
開
示
に
た
い
す
る
顔
の
顕

現
、
部
分
的
権
能
（
所
有
・
破
壊
・
否
定
）
に
た
い
す
る
全
面
的
権
能
（
顔
の

否
定
と
し
て
の
殺
人
）、
直
観
作
用
に
た
い
す
る
意
味
作
用
等
々
と
し
て
、
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
ほ
か
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
顔
は
、
自
我
に
と
っ
て
、
表
象
作
用
と
は
区
別
さ
れ
た
特
異

な
意
味
作
用
と
し
て
、視
ら
れ
る
こ
と
も
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、た
だ
「
め

ざ
さ
れ
る
」
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
顔visage

と
い
う
語
は
、
け
っ
し
て
到

達
す
る
こ
と
も
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
を
「
め
ざ
す
」（viser

）
と

い
う
働
き
に
呼
応
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
顔
の
顕
現
と
は
、
わ
た
し
の
理
解
を

こ
え
て
、
世
界
に
他
者
が
到
来
し
た
こ
と
、
そ
の
お
と
ず
れ
（visitation

）

の
事
実
で
も
あ
る
（ED

E, 194

）。『
全
体
性
と
無
限
』
の
言
葉
で
い
え
ば
、

顔
の
概
念
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
、
自
我
に
よ
る
意
味
付
与
に
さ
き
だ
つ
意

味
の
概
念
に
み
ち
び
か
れ
、
か
く
て
ま
た
、
自
我
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
や
機
能

に
依
存
し
な
い
意
味
の
概
念
に
み
ち
び
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
、
顔
は
な
ぜ
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
顔
が
無
限
の
渇
望
（désir

）
に
む
け
ら
れ

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
か
れ
の
あ
げ
る
例
で
い
え
ば
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
に
登
場
す
る
ソ
ー
ニ
ャ
が
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
に
む

け
る
同
情
は
、
け
っ
し
て
い
や
す
こ
と
の
で
き
な
い
飢
え
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
無
限
へ
の
渇
望
に
も
ひ
と
し
い
と
さ
れ
て
い
る
（ED

E, 193

）。

　

自
我
の
側
の
い
や
す
こ
と
の
で
き
な
い
渇
望
に
た
い
し
て
顔
は
ふ
い
に
到
来

し
、
予
見
不
能
な
も
の
と
し
て
、
た
だ
一
方
的
に
問
い
た
だ
し
、
命
じ
、
語
り

か
け
る
。
顔
は
直
接
対
面
し
て
語
る
（parler

）
と
い
う
仕
方
で
現
前
す
る
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「〈
他
者
〉
を
知
り
〈
他
者
〉
に
到
達
す
る
と
い
う

も
く
ろ
み
は
、
呼
び
か
け
と
呼
格
を
本
質
と
す
る
言
語
（langage

）
の
関
係



感
覚
の
復
権

（25）1320

の
う
ち
に
ひ
そ
む
他
者
関
係
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
（T

I, 65

）。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
対
面
関
係
こ
そ
倫
理
の
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ

る
が
、
そ
れ
は
顔
が
無
限
の
応
答
、
つ
ま
り
無
限
の
責
任
を
要
求
す
る
か
ら
で

あ
る
。
対
面
は
自
我
と
道
徳
性
を
同
一
視
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
絶
対
的
な
他
性
が
、
無
限
な
も
の
と
し
て
、
け
っ
し
て
〈
同
〉
に
包

摂
さ
れ
え
ず
、
そ
の
顔
の
表
出
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
、
把
握
、
予
見
を
の
が
れ

ゆ
く
と
す
れ
ば
、
顔
は
た
だ
不
可
視
の
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な

ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
他
者
に
か
ん
し
て
、
そ
の
顕

現
が
予
見
不
能
で
あ
る
と
か
、
不
可
視
で
あ
る
と
か
語
る
こ
と
自
体
、
そ
れ
を

性
格
づ
け
、
主
題
化
し
、
表
象
し
、
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
と
き
同
時
に
他
者
は
、
曖
昧
な
か
た
ち
で
あ

れ
、
こ
の
世
界
に
つ
れ
も
ど
さ
れ
、
内
在
化
さ
れ
、
い
く
ぶ
ん
か
で
あ
れ
対
象

化
さ
れ
、
知
覚
さ
れ
、
言
語
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
原
則
的

に
い
え
ば
、『
全
体
性
と
無
限
』
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
と
の
関
係
は
、

全
面
的
な
否
定
と
し
て
の
殺
人
か
、
絶
対
的
聴
従
か
で
し
か
あ
り
え
ず
、
こ
の

現
象
界
に
お
い
て
そ
れ
以
外
に
他
者
と
出
会
う
方
途
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
予

見
で
き
、
把
握
し
了
解
で
き
る
よ
う
な
出
会
い
は
、〈
同
〉
に
と
っ
て
の
遭
遇

で
し
か
な
く
、
そ
の
と
き
他
者
の
他
性
は
抹
消
さ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
は
た

し
て
顔
が
、
枯
渇
す
る
こ
と
の
な
い
渇
望
の
源
で
あ
り
つ
づ
け
、
無
限
の
責
任

と
応
答
を
求
め
つ
づ
け
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
）
14
（

。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
そ
う
し
た
可
能
性
は
、
た
だ
顔
の
特
異
な
あ
り
方
、

つ
ま
り
痕
跡
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
の
み
し
め
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
顔
と
は
、
内
在
性
の
領
域
に
現
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

た
だ
無
限
な
も
の
の
痕
跡
、
不
在
に
お
け
る
現
出
で
し
か
な
い
。〈
他
者
〉
の

顕
現
と
し
て
の
顔
は
、
ど
こ
ま
で
も
形
象
化
さ
れ
え
ぬ
も
の
に
と
ど
ま
り
、

フ
ォ
ル
ム
を
ぬ
ぎ
す
て
た
む
き
だ
し
の
裸
性
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
顔
と
は
、
分

離
さ
れ
た
絶
対
的
〈
他
者
〉
が
、
わ
た
し
た
ち
の
住
む
内
在
的
・
歴
史
的
世
界

に
来
訪
し
、
語
り
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
自
己
の
フ
ォ
ル
ム
の
背
後
か

ら
到
来
し
、
背
後
か
ら
語
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
語
り
こ
そ
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
痕
跡
と
し
て
の
顔
の
法
外
（extra-ordinaire

）
な

意
味
な
の
で
あ
る
（ED

E, 1

）
15
（94

）。

　
『
実
存
の
発
見
』
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
「
他
者
の
痕
跡
」
の
な
か
で
か
れ

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「〈
他
者
〉
は
絶
対
的
〈
不
在
〉
か
ら
生
ず
る
。
し
か
し
他
者
が
由
来
す

る
こ
の
絶
対
的
不
在
と
他
者
と
の
関
係
が
、
こ
の
〈
不
在
〉
を
指
示
す
る

4

4

4

4

わ
け
で
も
な
け
れ
ば
あ
ら
わ
に
す
る
わ
け
で
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
で
も
〈
不
在
〉

は
顔
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
意
味
を
保
持
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の

意
味
作
用
（signifiance

）
は
、〈
不
在
〉
が
、
顔
の
現
前
に
お
け
る
空

虚
と
し
て
み
ず
か
ら
を
提
示
す
る
仕
方
な
の
で
も
な
い
│
も
し
そ
う
し
た

も
の
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
開
示
作
用
の
ひ
と
つ
の
仕
方
へ
と
ふ
た
た
び

つ
れ
も
ど
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。
顔
か
ら
〈
不
在
〉
へ
と
む

か
う
関
係
は
、
あ
ら
わ
に
し
た
り
隠
蔽
し
た
り
す
る
あ
ら
ゆ
る
働
き
の
外

部
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
矛
盾
す
る
ふ
た
つ
の
道
か
ら
排
除
さ
れ
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た
第
三
の
道
な
の
で
あ
る
。」（ED

E, 198

）

　

つ
ま
り
顔
の
特
異
な
意
味
作
用
と
は
、
一
方
で
記
号
と
し
て
働
き
な
が
ら
、

他
方
で
は
け
っ
し
て
指
示
す
る
こ
と
の
な
い
意
味
作
用
で
あ
り
、
だ
か
ら
顔
の

痕
跡
は
二
重
写
し
に
な
っ
て
到
来
す
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
あ
げ
る
手
紙
の
例
で

い
え
ば
、
痕
跡
と
は
、
手
紙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
を
こ
え
て
、
二
重
写
し
に
発

せ
ら
れ
る
字
体
や
文
章
の
ス
タ
イ
ル
や
言
葉
づ
か
い
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
だ

れ
か
が
、
た
だ
通
り
す
ぎ
て
い
っ
た
跡
が
き
ざ
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
筆
跡
鑑
定

や
精
神
分
析
は
こ
の
痕
跡
を
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
記
号
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
痕
跡
は
、
記
号
と
し
て
な
ん
ら
か
の
意
図
を
開
示

す
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
な
に
か
を
隠
蔽
す
る
わ
け
で
も
な
い
。「
痕
跡
に

お
い
て
す
ぎ
さ
っ
た
の
は
、
絶
対
的
に
完
了
し
た
過
去
で
あ
る
。
痕
跡
の
う
ち

に
過
去
の
不
可
逆
的
完
了
が
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
世
界
を
復
元
し
、
世
界

に
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
開
示
作
用
、
記
号
と
意
味
に
固
有
な
も
の
で
あ

る
開
示
作
用
は
、
こ
の
痕
跡
に
お
い
て
は
廃
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（ED

E, 

200

）

（
未
完
）

略
号
表

T
H
I

：T
héorie de l ’intuition dans la phénom

énologie de H
usserl [1930], Paris, 

V
rin, 7èm

e édition, 1994.

（『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
直
観
理
論
』）

EE

：D
e l ’existence à l ’existant [1947], Paris, V

rin, 6èm
e édition, 1993.

（『
実
存
か

ら
実
存
者
へ
』）

ED
E

：E
n découvrant l ’existance avec H

usserl et H
eidegger [1949], Paris, V

rin, 

5èm
e édition, 1994.

（『
実
存
の
発
見
│
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
と
も
に
』）

T
I

：T
otalité et Infini, E

ssai sur l ’extériorité [1961], Paris, Le Livre de Poche, 

2016.

（『
全
体
性
と
無
限
』）

H
A
H

：H
um
anism

e de l ’autre hom
m
e, M

onpellier, Fata M
organa, 1972.

（『
他

な
る
人
間
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』）

A
E

：A
utrem

ent q ’être ou au-delà de l ’essence [1974], La H
aye, M

artinus 

N
ijhof, 2èm

e édition, 1978.

（『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存
在
の

彼
方
へ
』）

注

（
1
）　

本
論
で
は
、
初
期
の
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
と
『
全
体
性
と
無
限
』、
さ
ら
に
後

期
思
想
と
の
あ
い
だ
に
決
定
的
な
転
回
や
断
絶
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一

貫
し
た
テ
ー
マ
の
連
続
性
と
深
化
を
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
2
）　

ま
さ
に
こ
の
意
味
で
の
感
覚
の
固
有
性
に
お
い
て
、
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス

4

4

4

4

4

4

4

の
経
験
（
美

的
・
感
性
的
経
験
）
と
の
連
関
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
芸
術
の
運
動
と
は
、
知
覚

を
は
な
れ
感
覚
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
、〔
知
覚
と
い
う
〕
対
象
へ
の
さ
し
む
け
か
ら
質

（qualité

）
を
ひ
き
は
な
す
こ
と
で
あ
る
。
志
向
が
対
象
に
ま
で
到
達
せ
ず
に
感
覚
自

体
の
う
ち
を
さ
ま
よ
い
、
そ
し
て
感
覚
の
う
ち
で
の
、
ま
た
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
の
う
ち

で
の
、
こ
の
さ
ま
よ
い
こ
そ
が
美
的
効
果
を
う
む
の
で
あ
る
。
…
…
対
象
を
構
成
す
る

感
性
的
質
が
芸
術
に
お
い
て
は
い
か
な
る
対
象
に
も
み
ち
び
か
な
い
と
同
時
に
、
そ
れ

自
体
と
し
て
あ
る
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
感
覚
と
し
て
の
感

覚
と
い
う
出
来
事
、
つ
ま
り
美
的
出
来
事
（événem

ent esthétique

）
で
あ
る
。」

（EE, 85f.

）
  

　

も
ち
ろ
ん
形
式
的
・
総
括
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
、
倫
理

的
な
も
の
が
美
学
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
性
を
お
び
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
む
し

ろ
芸
術
や
美
的
形
象
に
た
い
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
態
度
は
、
か
れ
の
ユ
ダ
ヤ
的
・
一
神
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教
的
思
想
基
盤
と
ほ
と
ん
ど
一
体
化
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
伝
統
的
な
美

学
や
芸
術
の
概
念
を
括
弧
に
い
れ
て
問
い
な
お
し
、
原=

現
象
と
し
て
の
ア
イ
ス
テ
ー

シ
ス
に
た
ち
か
え
ろ
う
と
企
て
る
本
論
の
枠
内
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
感
覚
、

感
受
性
、
受
動
性
を
め
ぐ
る
一
貫
し
た
探
求
が
不
可
欠
の
意
味
を
お
び
て
た
ち
現
れ
る

の
で
あ
る
。

（
3
）　
〈
他
〉
はl ’A

utre

、〈
同
〉
はle M

êm
e

。
以
下
、
慣
例
に
し
た
が
い
、〈　

〉
は

大
文
字
の
語
の
訳
に
も
ち
い
る
。

（
4
）　

始
原
的
な
も
の
と
も
訳
さ
れ
る
エ
レ
メ
ン
ト
（élém

ent

）
は
、
地
水
火
風
の
四
大

と
し
て
の
元
基
で
あ
り
、
た
と
え
ば
魚
に
と
っ
て
の
水
の
よ
う
に
そ
の
存
在
に
と
っ
て

固
有
な
環
境
、
場
を
意
味
し
て
い
る
。

（
5
）　

感
覚
の
概
念
は
、「
感
じ
る
こ
と
」（
感
覚
作
用
）
と
「
感
じ
ら
れ
た
も
の
」（
感
性

的
質
）
の
両
者
に
も
と
づ
く
現
象
学
的
図
式
に
つ
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
観
点
は
、
後
期
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。
感
性
的
質
は
時
間
的
に
生
き

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
作
用
そ
の
も
の
に
い
わ
ば
貼
り
つ
い
て
い
る
。
感
性
的
質

は
心
的
体
験
と
し
て
時
間
に
お
い
て
生
き
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
感
覚
す
る
こ
と
は
、

客
体
的
な
色
や
音
を
同
定
す
る
志
向
性
に
吸
収
し
つ
く
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

感
覚
す
る
こ
と
自
体
が
、
そ
れ
ら
色
や
音
の
凝
縮
（raccourci
）
な
の
で
あ
る
（A

E, 

40

）。
近
み
に
あ
り
な
が
ら
無
限
に
隔
絶
し
た
他
者
に
曝
さ
れ
つ
つ
、
他
者
の
身
代
わ

り
と
し
て
み
ず
か
ら
を
さ
さ
げ
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
応
答
す
る
こ
と
が
、
後
期
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
い
か
な
る
受
動
性
よ
り
も
受
動
的
な
」
主
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
主
体
が
生
起
す
る
も
っ
と
も
初
源
的
な
場
が
感
性
的
な
も
の
（
感
性
的
印
象
、

原
印
象
）
の
う
ち
に
み
て
と
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
感
性
的
印
象
と
は

〈
同
〉
に
お
け
る
〈
他
〉
で
あ
り
、
自
己
と
の
合
致
か
ら
た
え
ず
ず
れ
て
い
く
点
に
そ

の
本
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
同
一
で
あ
り
つ
つ
変
化
し
、
差
異
を
は
ら

み
つ
つ
同
一
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
…
…
印
象
は
み
ず
か
ら
を
時
間
化
し
、
自
分
自
身

に
ひ
ら
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
」（A

E, 43

）。

（
6
）　
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。「
…
…
感
性

的
な
も
の
と
理
念
と
の
相
違
は
、
認
識
の
正
確
さ
の
相
違
で
も
、
個
別
と
普
遍
と
の
相

違
で
も
な
い
。認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
個
別
は
、す
で
に
脱=

感
性
化
さ
れ
て
お
り
、

直
観
の
う
ち
で
普
遍
的
な
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
感
性
的
な
も
の
固

有
の
意
味
は
、
享
受
や
傷
と
い
っ
た
用
語
で
│
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
近
さ
（proxim

-

ité

）
の
用
語
で
│
記
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（A

E, 79

）

（
7
）　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
的
展
開
を
ふ
ま
え
て
若
干
コ
メ
ン
ト
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
解
釈

と
し
て
は
、
と
り
わ
け
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
で
記
述
さ
れ
た
「
あ
る
（
イ
リ
ア
）」

の
次
元
、つ
ま
り
主
体
生
成
以
前
の
、存
在
者
な
き
存
在
の
次
元
が
、『
全
体
性
と
無
限
』

を
中
心
と
す
る
思
想
に
あ
っ
て
は
、
内
容
的
に
、
感
覚
的
質
や
エ
レ
メ
ン
ト
の
問
題
へ

と
合
流
し
、
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
あ
る
」
の
次
元
は
、
主
体
に
さ
き
だ
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
匿
名
的
・
非
人
称
的
な
ひ

ろ
が
り
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
の
に
た
い
し
て
、
エ
レ
メ
ン
ト
は
、
無
限
定
で
あ
る
に
せ

よ
、
主
体
に
と
っ
て
同
化
し
う
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
感
性
的
質
と
エ
レ

メ
ン
ト
の
世
界
は
、〈
他
〉
か
ら
分
離
さ
れ
た
無
神
論
的
主
体
の
次
元
に
属
し
て
お
り
、

一
神
教
的
・
絶
対
的
他
者
が
到
来
す
る
以
前
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
異
教
的
融
即
に

主
体
が
の
み
こ
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
世
界
で
あ
る
。

（
8
）　

家
に
お
い
て
生
起
す
る
の
は
、〈
き
み
〉
あ
る
い
は
〈
汝
〉
と
の
出
会
い
で
あ
り
、

女
性
的
な
も
の
と
の
関
係
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
〈
わ
た
し=

き
み
〉、〈
我=

汝
〉
の

関
係
（le Je-T

u

）
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
他
者
と
の
倫
理
的
関
係
を
意
味
し

な
い
。
倫
理
は
、〈
わ
た
し=

あ
な
た
〉
の
関
係
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と

い
う
。

（
9
）　
『
全
体
性
と
無
限
』
で
は
、
匿
名
的
な
「
あ
る
（
イ
リ
ア
）」
の
夜
の
「
無
意
味
な
ざ

わ
め
き
」
が
無=

起
源
（
ア
ナ
ー
キ
ー
）
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
「
あ
る
」
に
抗
し

て
起
源
と
し
て
生
起
す
る
主
体
が
存
在
者
（
他
者
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（T

I, 

313

）。
そ
れ
に
た
い
し
て
『
存
在
す
る
と
は
別
の
仕
方
で
』
で
は
、〈
語
ら
れ
た
こ
と
〉

と
表
象
の
支
配
に
も
と
づ
く
存
在
な
い
し
内
存
在
（intressem

ent

）
に
さ
き
だ
っ
て
、

そ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
〈
語
る
こ
と
〉
が
、
起
源
以
前
の
「
無
起
源
（
ア
ナ
ー
キ
ー
）」

の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
（A

E, 8

）。
つ
ま
り
存
在
論
の
次
元
で
は
、
こ
の
無
起
源
的
な

も
の
は
、
他
者
の
他
性
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
語
り
え
な
い
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
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り
、
こ
の
点
で
ア
ナ
ー
キ
ー
の
意
味
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
け
る
位
置
づ
け
か

ら
転
回
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
10
）　

だ
と
す
れ
ば
、
感
性
的
自
己
か
ら
倫
理
的
主
体
へ
と
む
か
う
記
述
の
道
筋
を
、
い
わ

ば
「
発
生
論
的
」
に
理
解
す
べ
き
で
も
な
か
ろ
う
。
た
し
か
に
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る
身

体
的
・
感
性
的
自
我
の
分
離
か
ら
、
労
働
と
所
有
に
お
け
る
世
界
内
部
的
な
自
我
の
確

立
へ
、
さ
ら
に
は
倫
理
的
関
係
の
主
体
と
し
て
の
自
我
へ
と
た
ど
ら
れ
る
論
の
運
び
は
、

発
生
的
プ
ロ
セ
ス
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
感
性
的

な
も
の
と
受
動
性
の
問
題
を
主
要
テ
ー
マ
と
す
る
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
記
述
を
、
む

し
ろ
同
じ
ひ
と
り
の
わ
た
し
に
お
い
て
生
起
し
変
容
す
る
諸
様
態
、
そ
の
ア
ス
ペ
ク
ト

の
変
転
と
み
な
し
た
い
。
わ
た
し
は
、
労
働
し
つ
つ
生
を
享
受
し
、
ま
た
女
性
的
な
も

の
の
他
性
を
エ
ロ
ス
的
関
係
に
お
い
て
享
受
す
る
。
そ
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、

自
己
帰
還
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
成
長
物
語
は
棄
却
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、

『
全
体
性
と
無
限
』
で
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
主
体
の
諸
様
相
は
、
非
歴
史
的
・
形
而
上
学

的
人
間
の
現
象
学
的
記
述
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
享
受
と
他
者
へ
の
倫
理
的
関

係
と
が
、
こ
の
同
じ
わ
た
し
に
お
い
て
、
唯
一
的
な
仕
方
で
生
起
す
る
こ
と
こ
そ
が
重

要
な
の
で
あ
る
。

（
11
）　

自
我
と
は
卓
抜
な
同
一
化
で
あ
り
、
同
一
性
の
現
象
そ
の
も
の
の
起
源
で
あ
る
。
わ

た
し
が
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
同
（m
e ipse, ipséité

）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
た

し
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
、
あ
ら
ゆ
る
性
格
特
性
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
同
一
化
で
き
る
の

で
あ
る
。

（
12
）　

現
象
的
な
も
の
に
即
し
て
他
我
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
歩
み
を
頭
ご

な
し
に
否
定
し
、
他
者
と
の
直
接
的
対
面
の
可
能
性
を
語
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
態
度
は
、

た
し
か
に
超
越
論
的
哲
学
を
す
て
て
、
む
し
ろ
超
越
的
経
験
へ
と
む
か
う
も
の
で
あ
り
、

特
異
な
経
験
主
義
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。（
デ
リ
ダ
「
暴

力
と
形
而
上
学
」
参
照
）

（
13
）　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
こ
う
し
た
徹
底
し
た
表
象
否
定
は
、
も
ち
ろ
ん
偶
像
崇
拝
の
禁

止
と
い
う
伝
統
的
モ
チ
ー
フ
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
同
時
に
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
の
哲
学
的
潮
流
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
も
み
す
ご
し
て

は
な
ら
な
い
。（cf. ED

E, 125-135

）

（
14
）　

も
し
可
能
だ
と
し
て
も
、〈
同
〉
に
よ
る
〈
他
〉
の
隠
蔽
・
抑
圧
を
暴
力
と
呼
ぶ
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
と
は
別
の
意
味
で
、
そ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
暴
力
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

デ
リ
ダ
が
「
暴
力
と
形
而
上
学
」
で
指
摘
し
た
の
も
こ
の
点
に
か
ん
し
て
だ
っ
た
。
か

れ
に
よ
れ
ば
、
哲
学
的
言
説
の
な
か
で
は
、
肯
定
的
無
限
性
の
主
題
と
、
顔
（
身
体
、

ま
な
ざ
し
、
発
語
、
思
考
の
非
隠
喩
的
統
一
）
の
主
題
を
同
時
に
す
く
い
だ
す
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。Ｊ
・
デ
リ
ダ
、合
田
正
人
ほ
か
訳
、『
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
差
異
』、

2013. 225.

（
15
）　

こ
こ
で
は
、『
実
存
の
発
見
│
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
と
も
に
』
所
収
の
「
表

象
の
没
落
」（
一
九
五
九
）
や
「
他
者
の
痕
跡
」（
一
九
六
三
）
等
の
論
考
を
『
全
体
性

と
無
限
』（
一
九
六
一
）
と
同
じ
時
期
の
思
考
圏
に
属
す
る
も
の
と
し
て
参
照
し
て
い
る
。

と
く
に
痕
跡
の
テ
ー
マ
に
か
ん
し
て
は
、
同
じ
こ
ろ
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
同
タ
イ
ト
ル

の
講
演
が
な
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
（『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
著
作
集
２
』
の
「
補
遺
Ⅱ
」

参
照
）、
ま
た
テ
キ
ス
ト
は
『
他
な
る
人
間
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
に
も
お
さ
め
ら
れ

て
い
る
（H

A
H
, 62-70, 117

）。


