
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

本
論
文
の
目
的
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
(
-
九

0
六
ー
一
九
九
五
）
の
初
期
思
想
、
と
り
わ
け

『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
直
観
理
論
』
(
1
)

に
お
け
る
意
識
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
著
作
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
認
識
に
お
け
る
命
題
構
成
的
な
意
識
の
働
き
（
理
論
的
意
識
）
の
優
位
性
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
に
お
け
る
「
客
観
化
作
用
」
概
念
に
見
出
し
、
問
題
視
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
作
者
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

存
在
論
を
導
入
し
、
独
自
の
意
識
概
念
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
理
論
的
意
識
（
意
志
や
感
情
な
ど
）
に
よ
っ
て
も
対
象

を
構
成
で
き
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
存
在
論
化
に
あ
る
と
い
え

る。
だ
が
、
本
論
文
は
、
こ
の
存
在
論
化
の
当
否
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
意
識
概
念

序
論

レ
ヴ
ィ
ナ
ス

『
直
観
理
論
』
に
お
け
る

志
向
性
概
念
に
つ
い
て

二
九

豊

田

政

和



を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
理
解
は
、
一
九
四

0
年
以
降
の
初
期
著
作
群

（
例
え
ば
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
や
『
時
間
と
他
者
』
）
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
概
念
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
現
存
在
」
概
念
を
併
用
あ
る
い
は
混
同
す
る
理
由
の
解
明
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
第
二
に
、
こ
の
理
解
は
、
『
直
観
理
論
』
で
示
さ
れ

る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
解
釈
を
、
極
端
に
ま
で
押
し
進
め
た
時
に
見
出
さ
れ
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
前
提
の
提
示
を
可
能
に

し
て
く
れ
る

(
2
)
0

議
論
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
概
念
の
理
解

と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
目
的
は
理
論
的
意
識
の
優
位
性
の
批
判
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
（
一
）
。
次
い
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
一
方
で
ノ
エ
シ
ス
の
概
念
を
「
自
ら
超
越
す
る
作
用
」
と
解
釈
し
、
他
方
で
「
諸
対
象
を
前

に
し
た
意
識
の
現
わ
れ
」
を
見
出
す
こ
と
が
直
観
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

は
真
理
概
念
か
ら
表
象
を
分
離
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
乗
り
越
え
る
準
備
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
（
二
）
。
最
後
に
、

独
自
の
真
理
解
釈
を
梃
子
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
言
表
を
伴
わ
な
い
多
様
な
対
象
構
成
を
認
め
る
（
三
）
。

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
理
論
的
意
識
と
非
理
論
的
意
識
を
同
等
に
扱
お
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
か

し
同
時
に
、
こ
の
過
程
で
示
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
意
識
概
念
の
解
釈
は
、
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
「
現
存
在
」

概
念
に
非
常
に
近
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
に
お
い
て
、
「
志
向
性
」
概
念
と

「
現
存
在
」
概
念
が
並
立
し
て
扱
わ
れ
る
理
由
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

『
直
観
理
論
』

に
お
け
る
志
向
性
概
念
と
そ
の
批
判

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
志
向
性
概
念
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
批
判
し
た
の
か
。
こ
の
問
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル

現
象
学
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
関
す
る
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
問
題
意
識
を
確
認
す
る
手
続
き
に
な
る
。
と
り
わ
け
こ
の
節
に
お
い
て
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
志
向
性
概
念
に
お
け
る
理
論
的
意
識
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
理
論
的
意
識
批
判

『
直
観
理
論
』
第
四
章
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
『
論
理
学
研
究
』
（
以
下
、
『
論
研
』
と
略
す
）
と
『
イ
デ
ー
ン

I
』
の
用
語
法
を
比
較
し
つ

つ
、
「
実
践
的
あ
る
い
は
美
的
範
疇
は
、
（
…
）
純
粋
に
理
論
的
な
範
疇
と
同
程
度
に
存
在
を
構
成
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る

(TIPH、8
6
)

。
そ
の
た
め
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
「
客
観
化
作
用
」
の
再
検
討
に
向
か
う
。

認
識
に
お
い
て
、
ま
ず
「
対
象
の
世
界
に
属
す
る
」
、
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
」
（
感
性
的
与
件
）
が
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る

(
8
7
)

。
次
い

で
、
こ
の
与
件
を
作
用
、
つ
ま
り
「
生
化
す
る
統
握
」
（
ノ
エ
シ
ス
）
が
、
感
性
的
与
件
に
向
か
い
こ
れ
を
あ
り
あ
り
と
捉
え
、
意
味
を

与
え
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
妥
当
化
す
る
（
措
定
、
定
立
）
。
そ
し
て
、
捉
え
ら
れ
た
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
」
は
、
命
題
化
し
述
語
を

与
え
ら
れ
、
「
意
識
の
相
関
者
」
（
ノ
エ
マ
）
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
直
観
と
呼
ば
れ
る

(
8
8
)

。
し
か
し
、
こ
の
相
関

者
は
、
知
覚
さ
れ
た
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
相
関
者
は
、
異
な
る
ア
ス
ペ
ク
ト
や
知
覚
、
想
起
、
想
像
と
い
っ

た
与
え
ら
れ
方
の
全
体
や
述
語
を
含
む
言
表
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ノ
エ
マ
と
は
、
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の

「
諸
述
語
と
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
様
態
の
複
合
体
c
o
m
p
l
e
x
i
t
e
」
な
の
で
あ
る

(Zoe.cit.)
。

そ
し
て
、
こ
の
複
合
体
は
、
ノ
エ
シ
ス
の
諸
様
式
に
対
応
し
て
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
木
を
理
解
し
て
い
た
と
し
て
も
、
知
覚

と
想
起
と
想
像
の
木
は
異
な
る
よ
う
に
。
た
だ
、
ノ
エ
シ
ス
の
諸
様
式
の
全
て
に
対
応
す
る
場
合
、
ノ
エ
マ
は
、
「
全
き
ノ
エ
マ
」
と
呼



ば
れ

(
9
0
)
、
「
直
観
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
意
味
を
表
現
し
て
い
る
湯
合
、
「
ノ
エ
マ
の
核
」
（
質
量
）
と
呼
ば
れ
、
「
諸
述
語
の
支

え
」
の
役
割
を
果
た
す

(
8
8
,
9
0
)
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
図
式
を
更
に
詳
細
に
分
析
し
、
作
用
は
、
「
表
象
」
に
基
づ
く
こ
と
な
し
に
成
立
し
な
い
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル

の
見
解
に
議
論
の
焦
点
を
当
て
て
い
く

(
9
0
)

。
表
象
と
は
、
「
諸
作
用
が
対
象
へ
向
か
う
た
め
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
要
素

で
あ
る

(
9
1
)

。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
表
象
は
、
言
表
に
よ
る
指
示
（
名
辞
的
作
用
）
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問

題
が
あ
る
の
か
。
も
う
少
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
従
い
、
表
象
の
構
造
を
分
析
す
る
。

例
え
ば
、
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
相
関
者
（
命
題
）
が
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
「
S
が
P
で
あ
る
な
ら
ば
、

Q
は
R
で

あ
る
」
と
い
う
構
文
の
前
件
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
湯
合
、
「
S
は
P
で
あ
る
」
は
、
命
題
で
は
な
く
、
構
文

に
お
け
る
述
部
に
当
た
る
後
件
と
接
続
す
る
名
辞

n
o
m
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
発
見
は
、
「
命

題
に
お
け
る
名
辞
の
役
割
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
名
辞
の
原
初
的
機
能
は
、
言
表
の
主
語
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
こ
と
を
見
出
し
た
」
こ

と
に
あ
る

(
9
5
)

。
つ
ま
り
、
「
S
は
P
で
あ
る
」
は
、
命
題
の
役
割
も
、
名
辞
の
役
割
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
場
合
、
命
題
と
名
辞
は
区
別
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
や
っ
て
両
者
は
区
別
さ
れ
な
が
ら
統
一
的
に
理
解
で
き
る

の
か
。
そ
れ
は
、
「
同
じ
事
態
が
、
あ
る
時
に
は
「
多
様
な
光
線
」
に
お
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
最
中
の
綜
合
と
し
て
与
え
ら
れ
、
あ
る

時
に
は
単
一
光
線
に
お
い
て
既
に
構
成
さ
れ
た
綜
合
と
し
て
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
事
実
に
お
い
て
理
解
で
き
る

(
9
6
)

。
例
え
ば
、
パ

ソ
コ
ン
が
設
置
さ
れ
て
い
る
机
を
み
て
、
「
こ
れ
は
机
で
、
そ
の
上
に
本
と
パ
ソ
コ
ン
が
の
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
「
本

と
パ
ソ
コ
ン
が
の
っ
て
い
る
こ
の
机
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
ど
ち
ら
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
違
い
は
意
味
（
質
量
）

の
区
別
に
存
す
る

(lac.cit.)
。
ま
た
、
命
題
と
名
辞
の
間
に
は
差
異
と
は
別
に
、
存
在
し
て
い
る
と
み
な
す
「
定
立
的
諸
作
用

a
g
e
s

臣曰
q
u
e
s
」
や
、
予
期
・
想
起
ま
た
感
情
・
意
志
な
ど
を
と
も
な
っ
た
存
在
非
存
在
を
問
わ
ず
対
象
を
見
立
て
る
「
中
立
化
さ
れ
た
定
立

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

已



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

的
諸
作
用

a
g
e
s
a
 these 
neutralisee」
と
い
っ
た
性
質
の
差
異
が
存
在
す
る

(
9
0
)
(
3
)
。
こ
う
し
た
質
量
と
性
質
の
諸
差
異
を
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
「
客
観
化
作
用
」
の
名
の
下
で
一
括
す
る

(
9
0
)

。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
例
え
ば
、
「
こ
れ
は
パ
ソ
コ
ン
で
あ
る
」

（
命
題
）
、
「
机
の
上
に
載
っ
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
」
（
名
辞
）
、
「
あ
れ
は
パ
ソ
コ
ン
、
で
あ
ろ
う
」
（
予
期
）
、
「
あ
の
パ
ソ
コ
ン
は
、
美
し
い
」

（
感
情
）
と
い
っ
た
表
現
に
よ
る
認
識
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
認
識
は
理
論
的
意
識
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
「
客
観
化
作
用
の
概
念
は
、
言
表
に
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

(
9
7
)

。
こ
の
立
場
は
、
『
論
研
』
に
顕
著
で

『
イ
デ
ー
ン

I
』
で
若
干
修
正
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
結
局
こ
の
立
場
は
放
棄
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る

(
9
8
)

。
そ
し
て
、
『
直
観
理
論
』
第
五
章
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
批
判
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
る
。

も
し
、
『
イ
デ
ー
ン
』
が
、
『
論
研
』
に
く
ら
べ
て
、
表
象
が
全
て
の
作
用
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
変
更
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
本
（
『
イ
デ
ー

ン
』
）
は
、
わ
れ
わ
れ
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
を
妨
げ
る
ほ
ど
甚
だ
し
く
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
々
の
存
在
定
立
に
お
い
て
、

表
象
的
、
ド
ク
サ
的
定
立
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
ぐ
さ
ま
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
（
対
象
の
）
存
在
は
理
論
的
生

の
、
客
観
化
作
用
の
明
証
の
相
関
者
と
し
て
、
示
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
直
観
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
的
概
念
は
、

主
知
主
義
に
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
恐
ら
く
、
あ
ま
り
に
も
狭
い
。
と
い
う
の
も
、
理
論
的
生
か
ら
由
来
し
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
存
在
の
構
成
へ

導
く
た
め
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
試
み
は
、
こ
の
理
論
的
態
度
の
優
位
や
そ
の
普
遍
性
を
取
り
除
く
に
至
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
価
値
や
有
用
さ
の
諸
特
性

は
、
た
だ
、
表
象
の
相
関
的
な
存
在
の
現
実
存
在
へ
の
接
ぎ
木
と
し
て
の
み
存
在
し
う
る
の
で
あ
る

(
1
4
1
,
1

お）。

例
え
ば
目
の
前
の
コ
ッ
プ
に
入
っ
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
こ
れ
は
コ
ッ
プ
だ
」
と
言
明
し
て
理
解
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ッ
プ
と
命
題
的
に
理
解
せ
ず
と
も
、
手
に
と
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
こ
と
は
で
き
る
。
ま
た
、

亘
コ
ー
ヒ
ー
を



作
っ
て
く
れ
た
人
と
親
し
い
場
合
、
飲
ん
で
い
る
コ
ー
ヒ
ー
に
何
ら
か
別
の
感
情
が
働
く
場
合
も
あ
ろ
う
。
対
象
把
握
の
基
礎
に
表
象
を

据
え
る
客
観
化
作
用
の
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
批
判
す
る
の

は
、
あ
た
か
も
「
接
ぎ
木
」
の
よ
う
に
、
全
て
の
認
識
が
表
象
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
客
観
化
作
用
の
優
位
に
他
な

ら
な
い
。

こ
う
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
を
批
判
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
認
識
の
複
雑
な
局
面
を
正
確
に
そ
し
て
包
括
的
に
捉
え
る
た
め
、
「
理
論
的

対
象
の
存
在
様
式
と
は
別
の
存
在
様
式
」
を
語
ろ
う
と
す
る

(
9
8
-
9
9
)

。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
表
象
に
よ
る
基
づ
け
構
造
と
は
異
な
る
対
象
把
握
の
モ
デ
ル
を
示
そ
う
と
す
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
モ
デ
ル
を
提
示

す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
、
と
り
わ
け
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
志
向
性
概
念
と
真
理
概
念
の
解
釈
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。
議
論
の
ベ
ク

ト
ル
は
、
主
観
性
概
念
の
側
面
と
直
観
概
念
の
側
面
に
分
か
れ
る
。

直
観
の
手
前

『
直
観
理
論
』
第
三
章
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
直
観
が
成
立
す
る
直
前
の
段
階
に
目
を
向
け
、
ノ
エ
シ
ス
が
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
向
か
う

過
程
を
分
析
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
は
、
一
方
で
「
対
象
の
世
界
に
属
す
る
」
が

(
8
7
)
、
他
方
で
外
的
対
象
そ
の
も
の
と
は

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
志
向
性
概
念
と
真
理
概
念
の
解
釈

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

回
避
し
よ
う
と
す
る
。

二五

「
根
本
的
に
異
な
る
」

(
6
7
)

の
で
事
物
で
は
な
い
。
だ
が
、
も
し
こ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
外
的
事
物
と
内
的
心
像
の
対
応
関
係
を
設

定
し
た
な
ら
ば
、
古
典
的
な
主
観
客
観
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
主
観
か
客
観
か
の
い
ず
れ
か
に
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
を
当
て
は
め

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

(Zoe.cit.)
。
だ
が
こ
れ
は
、
認
識
す
る
対
象
は
ど
の
よ
う
に
外
界
と
一
致
す
る
の
か
、
と
い
う
古
典
的
な
問
題

へ
と
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
踏
ま
え
「
志
向
性
」
概
念
を
提
出
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を

次
の
こ
と
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
概
念
の
も
と
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
内
容
に
固
有
な
統
一
原
理
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か

ら
由
来
す
る
外
的
な
特
性
(
... ）
で
は
な
く
、
内
的
な
特
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
の
概
念
を
、
感
覚
与
件
を
越
え
て
、
情
動
性
と
意
志
の
領

域
へ
拡
張
さ
せ
て
く
れ
る
。
だ
が
、
意
識
の
流
れ
は
、
単
に
ヒ
ュ
レ
ー
的
層
か
ら
の
み
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
で
、
ヒ
ュ

レ
ー
的
現
象
に
超
越
的
意
味
を
賦
与
す
る
生
化
作
用
を
区
別
す
る
。
（
…
）
こ
の
作
用
は
、

一
方
で
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
要
素
と
同
一
の
存
在
様
式
を
も

ち
、
（
…
）
他
方
で
意
識
の
流
れ
に
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
作
用
で
な
い
何
者
か
を
「
志
向
」
す
る
の
で
あ
り
、
自
ら
超
越
す
る

se

甘
m
s
c
e
n
d
e
r
の
で
あ
る

(
6
8
)

。

ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
は
、
「
外
的
世
界
に
属
す
る
何
ら
か
の
も
の

q
u
e
l
q
u
e
c
h
o
s
e
 d
u
 m
o
n
d
e
 exterieur
」
な
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識

の
う
ち
に
は
な
い
。
例
え
ば
、
本
棚
に
収
め
ら
れ
て
い
る
書
物
を
、
「
本
」
と
し
て
理
解
し
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
感

性
的
に
与
え
ら
れ
た
書
物
に
「
本
」
と
い
う
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
現
象
に
超
越
的
意
味

を
賦
与
す
る
生
化
作
用
」
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
用
が
「
ノ
ェ
シ
ス
」
と
呼
ば
れ
る

(
6
8
)

。

い
う
ま
で
も
な
く
、
書
物
に
「
本
」
の
意
味
を
付
与
し
て
い
る
時
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
書
物
に
向
い
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
事



態
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
ら
い
、
意
識
が
「
自
ら
超
越
す
る
」
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
考
え
る
ノ
エ
シ
ス

は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
意
味
を
与
え
る
働
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
意
識
が
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
超
越
す
る
働
き
を
意
味
し
て
い
る
の
で

こ
の
よ
う
な
ノ
エ
シ
ス
解
釈
は
、
必
然
的
に
ノ
エ
シ
ス
を
包
括
す
る
「
志
向
性
」
概
念
に
も
定
義
の
変
更
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
「
志
向
性
は
、
真
の
超
越
作
用
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
の
原
型
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る

(
6
9
)

。
こ
の
定
式
に
お
い
て
、
意

識
は
、
容
器
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
向
か
っ
て
い
る
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
実
体
主
観
」
を
否
定
し
、
「
志
向
性
は
、
主
観
の
主
観
性
そ
の
も
の
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る

(
7
0
)

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
運
び
方
は
、
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
の
志
向
性
が
到
達
す
る
地
点
と
ノ
エ
シ
ス
が
そ
こ
と
結
合
す
る
様
相

に
つ
い
て
の
記
述
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

J

ェ
シ
ス
が
到
達
す
る
の
は
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
で
あ
る
。
な
ら

ば
、
結
合
す
る
様
相
と
は
、
ノ
ェ
シ
ス
に
よ
る
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
生
化
の
場
面
に
他
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
、
生

化
が
起
き
る
の
は
直
観
の
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
志
向
性
解
釈
の
議
論
を
完
遂
す
る
た
め
に
直
観
概
念
に
ま
で
議
論

を
拡
張
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
、
『
直
観
理
論
』
第
五
章
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
直
観
概
念
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

直
観
の
局
面

「
自
ら
超
越
す
る
」
ノ
エ
シ
ス
は
、
ど
の
よ
う
に
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
に
到
達
し
、
結
び
つ
く
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
直
観
の
分
析
を
通
し

て
解
決
さ
れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
『
論
研
』
の
用
語
を
用
い
つ
つ
、
直
観
の
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
。

直
観
は
、
何
事
か
を
思
惟
し
意
味
を
付
与
す
る
作
用
（
意
味
作
用
）
と
何
事
か
を
理
解
す
る
作
用
（
直
観
作
用
）
に
区
分
さ
れ
る
。
こ

あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

六



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

七

の
両
者
は
、
与
え
ら
れ
る
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
の
度
合
い
に
応
じ
て
変
化
す
る

(112,113)
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
変
化
を
次
の
よ
う
に

解
釈
す
る
。
ま
ず
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
が
生
き
生
き
と
与
え
ら
れ
（
充
実
）
、
直
観
が
可
能
に
な
る
こ
と
（
充
実
化
）
を
「
現
実
化

r魯
野
a庄
o
n
」
と
訳
し
、
「
意
味
（
意
識
の
対
象
）
が
現
実
化
し
」
、
そ
の
対
象
が
「
見
え
る
よ
う
に
な
る
d
e
v
e
n
i
r
v
u」
と
い
う
意
味
合

い
を
含
ま
せ
る

(112、
119)
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
対
象
そ
の
も
の
e
n
p
e
r
s
o
n
n
e
」
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
「
事
実
回
t

」
を
直
観
作
用
と

定
義
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
対
象
そ
の
も
の
」
へ
の
「
到
達
a圧
e
i
n
d
r
e
」
と
呼
ぶ

(112)
。

直
観
が
、
そ
の
対
象
を
思
念
す
る
き
わ
め
て
単
純
な
思
惟
を
現
実
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
直
接
接
近
し
、
到
達
す
る
の

は
直
観
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
物
か
を
思
念
し
、
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
差
異
の
す
べ
て
が
あ
る
。
意
味
志
向
は
、
自
分

の
対
象
を
い
さ
さ
か
も
所
有
し
な
い
。
（
…
）
意
味
志
向
は
、
直
観
に
固
有
で
あ
る
こ
の
充
実
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

(103,

104)
。

直
観
に
お
い
て
、
意
識
は
対
象
に
到
達
し
て
い
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
る
。
こ
れ
は
、
範
疇
的
対
象
を
は
じ
め
と
す
る
抽
象
的
対
象

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
が
起
き
る
。
直
蜆
が
対
象
へ
の
到
達
だ
と
す
る
の
な
ら
ば
、
直
観
が
成
立
す
る
た
め

に
到
達
す
べ
き
当
の
対
象
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
、
実
在
し
な
い
抽
象
的
対
象
に
こ
の
定

義
が
適
用
で
き
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
反
省
に
よ
る
意
識
の
分
析
の
際
に
、
対
象
が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
ず
、

そ
れ
ら
の
対
象
が
意
識
に
与
え
ら
れ
る
様
式
が
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
、
問
題
を
「
存
在
」
の
問
い
へ
と
変
換
す
る
。
長
く
な
る
が
、
重

要
な
個
所
な
の
で
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。



に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
1
8
8
,
1
8
9
)

認
識
は
、
対
象
の
客
観
性
そ
の
も
の
と
か
か
わ
る
。
（
…
）
「
い
か
に
し
て
」
と
い
う
反
省
的
態
度
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
対
象
は
与
え
ら
れ
る
か
、

対
象
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
（
対
象
の
）
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
的
、
ま
た
意
志
的
、
情
動
的
な
生
の

様
々
な
諸
対
象
と
混
ざ
っ
て
し
ま
う
se
c
o
n
f
o
n
d
r
e
が
ゆ
え
に
、
対
象
の
客
観
性
の
研
究
は
、
（
意
識
の
）
存
在
の
現
実
存
在
e益
stence
に
つ
い
て
の
解

明
へ
と
還
元
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
（
対
象
の
）
存
在
そ
の
も
の
を
、
意
識
に
お
け
る
ノ
エ
マ
の
形
式
に
お
い
て
見
出
し
て
い
る
時
に
、
も
は
や
ほ
か

の
何
も
の
も
な
い
認
識
理
論
の
様
に
、
何
ら
か
の
仕
方
で
、
認
識
的
生
の
何
ら
か
の
出
来
事
の
結
果
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
対
象
の
認

識
に
到
達
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
対
象
が
（
対
象
の
）
存
在
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
問
わ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
問

題
は
、
問
題
と
な
る
各
々
の
特
殊
な
場
合
に
お
け
る
、
存
在
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
（
対
象
の
）
構
成
に
つ
い
て
の
諸
問
題
と
共
に
、

（
意
識
の
）
存
在
密
re
の
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。
対
象
の
構
成
を
分
析
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
対
象
へ
と
向
い
て
い
る
意
識
の
諸
志
向
を
追
跡
す
る
こ
と

で
あ
り
、
諸
志
向
が
対
象
に
付
与
し
て
い
る
意
味
を
追
跡
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
意
識
の
）
現
実
存
在
は
、
意
識
が
自
ら
の
対
象
と
出
会
う
様
式
で
し
か

な
い
し
、
こ
の
対
象
が
意
識
の
具
体
的
生
に
お
い
て
果
た
す
役
割
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
存
在
の
源
泉
そ
の
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
生
vie

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
意
識
の
存
在
」
を
事
物
の
存
在
と
異
な
る
仕
方
で
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
意
識
を
抽
象
的
に
個
別
に

扱
う
こ
と
を
拒
絶
し
、
そ
の
存
在
様
式
つ
ま
り
意
識
の
「
現
実
存
在
」
か
ら
導
き
出
す
こ
と
を
試
み
る

(
6
0
)
。
そ
し
て
、
そ
の
様
式
は
、

意
識
の
対
象
と
関
わ
っ
て
い
る
志
向
性
に
ほ
か
な
ら
な
い

(
7
0
)
。
つ
ま
り
、
志
向
性
概
念
は
「
意
識
の
現
実
存
在
」
と
読
み
替
え
ら
れ
、

こ
こ
か
ら
遡
行
的
に
「
意
識
の
存
在
」
を
証
明
す
る
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
性
的
で
あ
れ
抽
象
的
で
あ
れ
対
象
の
存

在
は
問
題
に
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
様
式
だ
け
が
問
題
に
な
る
。
要
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
意
識
の
存
在

の
問
い
を
立
て
つ
つ
、
①
意
識
の
対
象
（
志
向
的
対
象
）
と
対
象
の
存
在
の
同
一
視
し
、
②
対
象
の
存
在
は
も
っ
ぱ
ら
意
識
の
現
実
存
在

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

八



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

の
側
で
規
定
さ
れ
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る

(
2
1
6
,
2
1
7
)

。

ノ
ェ
シ
ス
が
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与
件
と
結
び
つ
き
ノ
エ
マ
に
な
る
場
面
は
、
自
己
意
識
の
反
省
に
よ
っ
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
。
反
省
に

よ
っ
て
、
意
識
の
対
象
が
「
何
か
」
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
く
、
意
識
の
対
象
が
「
い
か
に
し
て
」
与
え
ら
れ
る
か
が
明
ら
か
に
な

る
。
こ
こ
で
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
問
い
」
を
持
ち
込
み
、
反
省
に
よ
っ
て
生
じ

る
分
析
の
変
化
を
、
意
識
の
「
存
在
の
現
実
存
在
に
つ
い
て
の
解
明
へ
と
還
元
」
す
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
、
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
対
象
の
「
存
在
」
と
「
生
の
様
々
な
諸
対
象
が
混
ざ
っ
て
」
い
る
こ
と
か
ら
認
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
還

元
の
前
提
に
は
、
意
識
の
対
象
の
存
在
様
式
と
対
象
の
存
在
の
同
一
視
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る

(
5
9
)

。

抽
象
的
対
象
の
存
在
を
問
う
に
当
た
り
、
こ
の
還
元
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
―
つ
の
回
答
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
存
在
の

源
泉
そ
の
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
は
、
生
に
お
い
て
」
で
あ
る
以
上
、
抽
象
的
対
象
の
存
在
も
「
生
き
ら
れ
て
」
い
れ
ば
、
換
言
す
れ
ば

こ
の
対
象
と
相
関
す
る
志
向
性
が
成
立
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
回
答
で
あ
る
。

真
理
の
再
定
義

九

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
回
答
は
、
わ
れ
わ
れ
に
い
く
つ
か
の
疑
問
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
直
観
が
対
象
へ
の
到
達
だ
と

認
め
て
も
、
直
蜆
の
構
造
に
表
象
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
表
象
優
位
の
批
判
に
な
り
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
意
識
が
対
象
に
到
達
す
る
働
き
と
み
な
さ
れ
、
反
省
の
分
析
に
お
い
て
、
対
象
の
存
在
が
意
識
の
存
在
に
還

元
さ
れ
る
な
ら
ば
、
意
識
も
対
象
も
自
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
、
意
識
と
対
象
は
ど
こ
に
見
出

さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



い
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

(
1

は
'
1

ほ）

「
世
界
」

こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
決
す
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
か
ら
「
世
界
」
概
念
を
導
入
し
、
「
意
識
の
存
在
」
と

の
相
関
関
係
を
設
定
し
、
そ
こ
に
真
理
を
認
め
る
。

主
観
は
、
現
実
存
在
す
る
e
は
ster
限
り
に
お
い
て
、
世
界
の
前
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
se
trouve deja en pre器
n
e
e
d
u
m
o
n
d
e
存
在
で
あ
る
。
そ

し
て
、
意
識
の
存
在
を
構
成
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
真
理
は
、
主
観
の
表
象
と
存
在
す
る
客
観
の
一
致
と
し
て
理
解
さ
れ
る
、
思

惟
と
事
物
の
一
致
に
存
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
根
源
的
に
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
表
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
意
識
の
）
存
在
を
表
象
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
真
理
の
第
一
次
現
象
が
成
立
す
る
の
は
、
こ
の
諸
対
象
を
前
に
し
た
意
識
の
現
わ
れ
に
お
い
て
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
「
思
惟
と
物
の
一
致
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
第
一
次
現
象
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
(
1
3
3
)

。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
真
理
と
理
性
の
こ
の
第
一
次
現
象
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
は
、
そ
れ
を
存
在
に
到
達
す
る
志
向
性
と
理
解
さ
れ
た
直
観
に
お

こ
れ
ま
で
の
前
提
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
を
図
式
化
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。
ま
ず
「
意
識
の
存
在
」
を
、

「
世
界
を
前
に
既
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
前
提
し
、
「
世
界
」
と
相
関
す
る
存
在
と
し
て
認
め
る
(
4
)
。
だ
が
、
「
意
識
の
存
在
」
は
そ

れ
自
体
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
確
証
す
る
要
素
と
し
て
、
「
諸
対
象
を
前
に
し
た
意
識
の
現
れ
」
と
し
て
の
意
識
の
「
現

実
存
在
」
（
直
観
）
が
成
立
す
る
「
限
り
に
お
い
て
」
、
こ
れ
を
認
め
る

(
1
3
3
)

。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
直
観
の
成
立
と
い
う
事
実

か
ら
、
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
を
遡
行
的
に
前
提
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
真
理
は
、
単
に
意
識
（
主
観
）
の
側
に
も
、
対
象
（
客
観
）
の
側
に
も
な
い
。
そ
れ
は
、
「
意
識
の

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
に
存
し
、
そ
の
こ
と
は
直
観
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
直
観
に
よ
る
「
意
識

の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
の
確
証
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
考
え
る
「
思
惟
と
物
の
一
致
」
と
し
て
の
「
真
理
の
第
一
次
現
象
」
、

あ
る
い
は
「
出
会
い

rencontre」
と
呼
ば
れ
る
事
態
で
あ
る

(
6
2

、1
3
9
)

。

こ
の
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
志
向
性
解
釈
の
特
徴
は
、
「
対
象
の
存
在
」
の
問
い
を
「
意
識
の
存
在
」
の
問
い
へ
と
変
換
し
、

更
に
は
真
理
の
成
立
を
「
諸
対
象
を
前
に
し
た
意
識
の
現
れ
」
と
定
義
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
定
義
を
背
後
で
支
え
る
前
提

と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
が
、
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
真
理
が
成
立
す
る
最

終
的
な
審
級
と
し
て
、
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
客
観
化
作
用
の
優
位
性
を
切
り
崩
す
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ど
の
よ
う
に

こ
の
優
位
を
切
り
崩
し
て
い
っ
た
の
か
。

本
節
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
解
釈
し
た
志
向
性
概
念
、
真
理
概
念
を
踏
ま
え
、
彼
が
意
志
的
、
情
動
的
諸
要
素
（
非
客
観
化
作
用
）
を

客
観
化
作
用
と
並
列
に
論
じ
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
。
こ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
解
釈
す
る
志
向
性
概
念
が
、
非
客
観
化
作
用
に
よ
る

対
象
構
成
も
認
め
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
よ
り
も
よ
り
外
延
が
広
い
概
念
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ノ
エ
シ
ス
の
多
様
な
形
式

志
向
性
概
念
の
拡
張

四



志
向
性
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
お
の
お
の
の
場
合
に
従
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
用
に
お
い
て
意
志
的
、
情
動
的
諸
要
素
は
、
自
ら
の
外
に
あ
る

何
者
か
に
向
か
っ
て
い
く
全
く
特
殊
な
方
法
、
（
つ
ま
り
）
自
ら
超
越
す
る
特
殊
な
方
法
な
の
で
あ
る

(lac.cit.)

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
世
界
」
概
念
の
導
入
に
よ
り
、
真
理
の
最
終
的
な
審
級
を
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
に
置
き
、

こ
れ
が
直
観
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
こ
と
を
「
真
理
の
第
一
次
現
象
」
と
呼
ぶ
。
だ
が
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
た
し
て
も
‘
―
つ
の

疑
問
に
ぶ
つ
か
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
は
、
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
に
真
理
の
審
級
が
設
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
を
確
証
す
る
の
が
直
観
で
あ
る
以
上
、
実
質
的
に
真
理
は
直
観
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

し
そ
う
な
ら
ば
、
表
象
は
、
直
観
と
不
可
分
で
あ
る
が
故
に
、
依
然
と
し
て
真
理
概
念
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
疑
問
に
応
え
る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
『
イ
デ
ー
ン

1
』
の
議
論
か
ら
、
表
象
を
伴
わ
な
い
直
観
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
例

え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
飲
み
物
が
欲
し
い
時
は
そ
れ
を
「
飲
み
た
い
も
の
」
と
し
て
認
識
す
る
。
ま
た
、
誰
か
を
愛
し
て
い
る
時
は

そ
れ
を
「
愛
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
『
イ
デ
ー
ン

I
』
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
、
視
線
は
そ
の
相
関
者

で
あ
る
対
象
に
向
け
ら
れ
、
「
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
極
め
て
種
々
様
々
な
意
識
作
用
を
完
遂
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
記
述
す
る

(
I
I
I

、

1
6
8
,
1
6
9
)
(
5
)
。
一
七
ペ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
一
節
か
ら
、
意
識
の
現
実
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
、
特
に
「
実
践
的
、
美
的
生
と
し
て
の

情
動
的
生
を
対
象
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
」
よ
う
と
す
る

(
L
ざ
i
n
s
、0p.
cit.
、p
.
7
3
)
。

こ
の
引
用
の
最
後
に
非
常
に
重
要
な
現
象
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
（
そ
れ
は
）
「
極
め
て
種
々
様
々
」
（
と
い
う
箇
所
に
あ
る
）
。
そ
れ
が

言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
志
向
性
は
意
識
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
お
い
て
常
に
同
一
的
で
、
現
在
し
、
対
象
に
関
係
す
る
唯
一
の
機
能
を
行
使
す
る
の

一
方
、
主
観
的
現
象
に
置
か
れ
て
い
る
独
特
に
情
動
的
で
、
意
志
的
な
諸
要
因
は
、
常
に
同
じ
志
向
に
付
け
加
わ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

わ
れ
わ
れ
は
、
日
々
生
き
る
な
か
で
何
か
を
知
る
時
、
い
つ
も
命
題
的
に
「
こ
れ
は
ペ
ン
で
あ
る
」
と
い
う
仕
方
で
考
え
て
知
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
子
供
の
一
群
を
見
た
時
に
「
あ
あ
、
鬱
陶
し
い
な
」
と
思
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
個
々

の
子
供
を
「
彼
は
子
供
A
だ
、
彼
女
は
子
供
B
だ
…
」
と
命
題
的
に
把
握
し
て
か
ら
、
そ
れ
に
感
情
的
述
語
を
付
加
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
一
群
を
端
的
に
鬱
陶
し
い
対
象
と
し
て
感
じ
、
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
子
供
た
ち
を

愛
し
い
対
象
と
し
て
把
握
し
て
も
よ
か
ろ
う

(
I
I
I

、
2
5
1
,
2
5
2
)
。
ま
た
、
全
く
無
関
心
の
場
合
は
、
物
に
し
か
見
え
な
い
湯
合
も
あ
ろ
う

し
、
個
々
の
子
供
を
命
題
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
湯
合
も
恐
ら
く
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
子
供
の
一
群
の
場
合
一
っ
と
っ
て
み
て
も
、

志
向
性
が
「
極
め
て
種
々
多
様
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
あ
る
対
象
に
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
表
象
に
基
づ
い
て
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
ら
ば
、
前
段
の

例
も
や
は
り
命
題
的
な
把
握
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

志
向
性
の
フ
ッ
サ
ー
ル
的
概
念
は
、
非
常
に
広
い
意
味
あ
い
に
存
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
意
識
が
自
ら
超
越
し
、
意
識
な
ら
ざ
る
何
も
の
か
に
意

識
が
意
味
を
も
つ
と
い
う
非
常
に
一
般
的
な
事
実
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
―
つ
の
意
味
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
表
象
す
る
こ
と

と
等
価
で
は
な
い
。
愛
す
る
作
用
は
意
味
を
持
つ
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
愛
す
る
作
用
が
愛
さ
れ
る
対
象
の
表
象
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

（
…
）
愛
さ
れ
る
対
象
の
固
有
性
は
、
ま
さ
に
純
粋
に
理
論
的
な
表
象
に
還
元
で
き
な
い
志
向
た
る
愛
す
る
志
向
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
存

す
る
の
で
あ
る
。

(
7や
7
5
)

四

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
志
向
性
に
お
け
る
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
を
「
表
象
に
還
元
さ
れ
な
い
」
、
非
常
に
広
い
意
味
で
理
解
し
、
し
か
も

そ
れ
は
「
志
向
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
存
す
る
」
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
「
愛
さ
れ
る
も
の
」
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は



「
こ
れ
は

A
で
あ
る
」
と
言
表
し
、
そ
こ
に
感
情
の
要
素
を
付
加
す
る
必
要
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
愛
し
い
」
と
い
う
感
情
が
働
け
ば
、

そ
れ
で
「
愛
し
い
も
の
」
と
し
て
の
意
味
は
付
与
さ
れ
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
(
6
)
。
だ
か
ら
、
「
意
志
的
、
情
動
的
諸
要
素
は
（
…
）
自

ら
超
越
す
る
特
殊
な
方
法
で
あ
る
」

(
7
6
)

と
い
う
こ
と
は
、
意
志
や
情
動
を
含
む
全
て
の
諸
要
素
は
、
そ
れ
だ
け
で
対
象
を
措
定
す
る

働
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

(
7
4
)
。

し
か
し
、
表
象
に
よ
る
基
礎
付
け
な
し
に
多
様
な
対
象
が
定
立
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
「
お
の
お
の
の
場
合
に
従
っ
て
」
、
対

象
の
構
成
は
そ
の
都
度
変
化
し
、
同
じ
対
象
に
対
し
て
複
数
の
直
観
が
成
立
し
、
湯
合
に
よ
っ
て
は
対
立
が
起
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
な
い
。
第
二
節
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
、
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
を
前
提
に
し
、
真
理
を
「
諸
対
象
を
前

に
し
た
意
識
の
現
れ
」
に
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
真
理
は
、
対
象
の
側
に
で
は
な
く
、
「
意
識
の
現
実
存
在
」
の
成
立
を

意
味
す
る
「
意
識
の
現
れ
」
に
あ
る
。
そ
し
て
「
意
識
の
現
実
存
在
」
は
、
そ
の
各
々
が
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
を

確
証
す
る
要
素
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
、
同
じ
対
象
に
対
し
て
異
な
る
タ
イ
プ
の
直
観
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
「
意
識
の
存
在
」
と

「
世
界
」
の
相
関
関
係
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
絵
画
を
見
て
、
「
こ
れ
は
猫
を
抱
く
少
女
の
絵
だ
」
と
命
題
的

に
認
識
す
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
少
女
の
美
に
没
頭
す
る
こ
と
も
意
識
と
世
界
が
共
に
あ
る
こ
と
（
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相

関
関
係
）
を
確
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
意
識
の
対
象
が
、
意
識
の
諸
要
素
に
従
っ
て
そ
の
都
度
異
な
る
姿
（
理
論
的
、
意
志
的
、
情
動
的
な
ど
）
を
も
っ
て
現
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
全
て
の
姿
を
確
証
し
て
い
る
存
在
と
し
て
「
意
識
の
存
在
」
と
「
世
界
」
の
相
関
関
係
を
確
証
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
識
の
対
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
生
き
ら
れ
る
仕
方
」
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
対
象
と
し
て
、
同

等
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四
四



レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

結
論

具
体
的
生

l
世
界
の
現
実
存
在
の
源
泉
で
あ
る
ー
は
、
純
粋
な
理
論
で
は
な
い
。

持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

四
五

フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
に
お
い
て
、
理
論
が
全
く
特
別
な
地
位
を

で
あ
る
。
具
体
的
生
は
、
行
為
や
、
感
情
や
、
意
志
、
美
的
判
断
、
関
心
、
無
関
心
な
ど
の
生
で
あ
る
。
そ
の
時
、
こ
の
生

に
相
関
す
る
世
界
は
、
確
か
に
、
理
論
的
蜆
想
の
対
象
で
は
な
く
、
意
志
さ
れ
た
、
感
覚
さ
れ
た
世
界
、
行
為
や
美
や
善
や
醜
さ
、
悪
意
の
世
界
で
あ

る
。
こ
れ
ら
全
て
の
概
念

notion
は
、
同
じ
程
度
に
世
界
の
現
実
存
在
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
空
間
性
の
純
粋
に
理
論
的
な
諸
範
疇
と
同
じ

程
度
に
世
界
の
存
在
論
的
諸
構
造
を
組
成
す
る
の
で
あ
る

(
7
中
7
6
)
。

こ
の
枠
組
み
に
従
う
な
ら
ば
、
客
観
化
作
用
は
、
い
わ
ば
命
題
構
成
的
な
意
識
の
生
（
現
実
存
在
）
と
い
う
名
の
下
で
他
の
意
識
の
生

（
現
実
存
在
）
と
並
列
に
置
か
れ
、
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
命
題
的
、
意
志
的
、
情
動
的
と
い
っ
た
対
象
が
等

し
く
存
在
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
う
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
通
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
志
向
性
解
釈
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
認
識

に
お
い
て
客
観
化
作
用
だ
け
が
特
権
的
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
反
対
し
（
一
）
、
次
い
で
志
向
性
と
り
わ
け
直
観
と
真
理
を
表
象
と
は
無

縁
の
位
相
で
定
義
し
（
二
）
、
最
後
に
J
ェ
シ
ス
に
付
加
さ
れ
る
意
志
的
、
情
動
的
諸
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
対
象
が
そ
れ
自
体
で

存
在
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
三
）
。

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
志
向
性
が
客
観
化
作
用
に
依
存
せ
ず
と
も
成
立
す
る
、
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し



た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
解
釈
の
特
徴
は
、
真
理
概
念
を
「
諸
対
象
を
前
に
し
た
意
識
の
現
れ
」
と
定
義
し
、
真
理
概
念
を
表
象
か
ら
切

り
離
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
表
象
（
言
表
）
を
伴
わ
な
い
意
志
的
、
情
動
的
、
実
践
的
な
認
識
の
可
能
性
を
認
め
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
理
論
的
意
識
（
客
観
化
作
用
）
と
意
志
や
情
動
に
よ
る
意
識
の
働
き
を
、
対
象
構
成
の
働
き
と
し

て
等
し
く
扱
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
志
向
性
概
念
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
よ
り
拡
張
し
よ
う
と
す
る
意

図
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

最
後
に
こ
こ
で
本
来
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
こ
の
解
釈
が
も
つ
も
う
―
つ
の
側
面
に
目
を
向
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
直
観
理
論
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
公
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
論
の
影
響
で
あ
る

(
1
4
-
1
5
)

。
こ
れ
は
、
以
下
の
四

点
に
顕
著
で
あ
る
、
①
意
識
を
「
超
越
」
の
働
き
で
、
か
つ
世
界
と
共
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(Heidegger,
1
9
2
7
、
p
.
5
2
,
5
9

、

6
1
)
<
7
)
。
R
「
存
在
の
問
い
」
の
導
入
（
5
,
9
)

。
た
だ
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
「
意
識
の
存
在
の
問
い
」
で
あ
る
。
③
「
存
在
」
と

「
現
実
存
在
」
の
区
別
の
導
入

(
1
1
,
1
6

、
4
1
-
4
6
)
。
「
世
界
」
概
念
の
導
入

(
6
3
,
6
7
)
。
（
以
上
は
二
に
お
い
て
論
じ
た
）
⑤
理
論
的
意
識
を

相
対
化
し
た
こ
と
（
三
に
お
い
て
論
じ
た
）
（
6
1
)

。

こ
れ
ら
の
定
義
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
」
概
念
、
ひ
い
て
は
「
世
界
内
存
在
」
概
念
か
ら
由
来
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
か
ろ

う
。
ラ
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ

(
L
g
i
g
n
e、
吾
・cit.
、
p.64＇6
6
)

の
指
摘
通
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
志
向
性
」
概
念
に
「
現
存
在
」
概
念
を
読
み
込

も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
純
粋
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
相
当
の
負
荷
を

か
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
志
向
性
」
概
念
と
「
現
存
在
」
概
念
の
関
係
の
理

解
に
つ
い
て
重
大
な
疑
義
を
も
た
ら
す

(
8
)
0

確
か
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
志
向
性
」
と
「
現
存
在
」
に
関
す
る
理
解
は
、
疑
問
符
が
つ
い
て
も
仕
方
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
方
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
決
し
て
「
現
存
在
」
概
念
の
導
入
に
よ
っ
て
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四
六

ハ
イ
デ
ガ
ー



レ
ヴ
ィ
ナ
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観
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に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四
七

に
倣
い
意
識
概
念
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
終
生
に
わ
た
り
意
識
概
念
の
擁
護

に
努
め
て
い
る

(Benoist、
2
0
0
0

、
p
.
1
0
6
,
1
2
2
)
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
展
開
の
観
点
か
ら
彼
の
「
志
向
性
」
解
釈
を

検
討
す
る
湯
合
、
ラ
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
に
与
す
る
こ
と
な
く
別
の
仮
説
を
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
志
向
性
」

概
念
と
「
現
存
在
」
概
念
を
踏
襲
し
つ
つ
、
彼
独
自
の
意
識
概
念
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
志
向
性
」
解
釈
は
、
誤
読
と
い
う
よ
り
も
、
本
来
外
延
が
異
な
る
は

ず
の
二
つ
の
概
念
を
統
合
さ
せ
、
彼
独
自
の
新
た
な
意
識
概
念
を
構
築
す
る
最
初
の
試
み
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
仮
説
に
立

つ
と
き
、
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
を
始
め
と
す
る
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
に
見
ら
れ
る
「
志
向
性
」
概
念
と
「
現
存
在
」
概
念
の
併

記
の
理
由
も
、
中
期
の
「
表
象
の
崩
壊
」
論
文
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
志
向
性
」
概
念
と
「
現
存
在
」
概
念
を
、
「
状
況
内
主
観
sujet
e
n
 

situation
」
(
E
D
E
、
1
3
1
,
1
3
2
)
<
9
)
と
い
A
1螂
5

今
心
で
統
合
し
て
い
る
こ
と
も
、
新
た
な
意
識
概
念
を
構
築
す
る
た
め
の
過
程
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

つ
ま
り
、
新
た
な
意
識
概
念
の
構
築
を
目
指
す
『
直
観
理
論
』
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
客
観
化
的
作
用
の
優
位
を
認
め
た
フ
ッ
サ
ー
ル
的

志
向
性
概
念
か
ら
離
れ
、
よ
り
外
延
の
広
い
志
向
性
概
念
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
「
現
存
在
」
概

念
に
近
似
し
た
概
念
を
構
想
す
る
に
い
た
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
例
え
ば
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
に
お
い
て
、
こ
の
両
概
念
が
並
立
し

て
登
場
し
た
時
に
こ
れ
ら
の
概
念
は
区
別
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
外
延
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
読
ま
れ
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
志
向
性
概
念
に
つ
い
て

四
九

豊
田
政
和
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
直
観
理
論
』
に
お
け
る
真
理
観
と
そ
の
帰
結
に
つ
い
て
」
、
二

0
0九
年
度
関
西
哲
学
会
発
表
原
稿
、
二

0
0九
年
。

(
l
)

に
W
g
E
.
、L
a
theorie d
e
 l'intui
苦
n
d
a
n
s
 Iミ
p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
d
e
 H
u
s
s
e
r
l
、P
月
腟
＜
臣
5

、1930.
引
用
の
際
は
、

T
I
P
H
と
略
す
。

(
2
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
論
（
豊
田
、
二

0
1
0年
）
に
お
い
て
論
じ
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲
る
。

(
3
)
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
『
論
研
』
第
五
研
究

(
X只、

4
7
7
-
4
9
0
)

の
議
論
を
踏
襲
し
て
客
観
化
作
用
の
議
論
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
『
イ

デ
ー
ン

I
』
(III、
2

は＇は
9)

の
用
語
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の

混
在
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。

(
4
)
同
様
の
議
論
は
、

p
.
7
3
、139.
に
も
見
ら
れ
る
。

(
5
)
H
u
s
器
rl、
E
"
H
u
s
s
e
r
l
i
a
n
a
IIL、
Ideen
z
u
 einer 
reinen 
P
h
i
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 
u
n
d
 phiinomenologischen 
philosophie. 
Erstes 
B
u
c
h
 
:
 

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 E
i
n
f
o
h
r
u
n
g
 in die reine P
h
i
i
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
‘
W
.
 B
i
e
m
e
l
 (ed.)
、1
9
5
0

(K. S
c
h
u
h
m
a
n
n
,
 1976).
以
後
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
引
用
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
）
か
ら
行
う
。
表
記
は
、
巻
数
は
英
数
字
、
ペ
ー
ジ
数
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
表
記
と
す
る
。

(
6
)
と
い
う
の
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
「
存
在
す
る
事
実
そ
の
も
の
」
を
「
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
s
e
t
r
o
u
v
e
r
 
la.J
と
考
え
、
対
象
が
存
在

す
る
条
件
を
非
常
に
緩
く
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
7
)
H
e
i
d
e
g
g
e
r、
M.
:
 
Sein u
n
d
 Zeit、T
号
i
n
g
e
n
、N
i
e
m
e
y
e
r
、1
9
8
6
(
1
6
t
h
 ed). 

(
8
)
こ
れ
は
、
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
草
稿
』

(IX、
2
3
8
,
）
の
執
筆
過
程
で
超
越
論
的
主
観
性
概
念
と
現
存
在
概
念
を
め
ぐ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
対
立
し
て
い
た
事
情
を
知
っ
て
い
れ
ば
当
然
出
て
く
る
疑
問
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
両
概
念
の
理
論
的
関
係
に
つ
い
て
緻
密
な
検
証

を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
ネ

(
B
3
i
e
t、
1
9
9
4、
3
9
,
6
4
)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
ブ
リ
タ
ニ
カ
草
稿
』
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
対
立
を
踏
ま
え
、
本
論
文
と
は
異
な
る
問
題
系
を
『
直
観
理
論
』
に
読
み
込
ん
だ
論
文
に
小
手
川
（
二

0
0八
、
二
三
九
頁
ー
ニ
五
〇

頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
9
)
L
e
v
i
n
s
‘
E
.
:
 E
n
 d
e
c
o
u
v
r
a
n
t
 !'existence a
v
e
c
 H
u
s
s
e
r
l
 et H
e
i
d
e
g
g
e
r、P
ユS
`
V
r
i
n
(
S
e
d
)
、
1994.


