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要
約

　

デ
リ
ダ
は
科
学
を
尊
重
す
る
〈
啓
蒙
主
義
的
〉
伝
統
を
徹
底
化
す
る
が
、
そ
の
徹
底
化
は
自
然
の
概
念
が
も
は
や
重
要
で
は
な
く
な

る
よ
う
な
仕
方
で
〈
啓
蒙
主
義
的
〉
伝
統
を
再
定
義
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、自
然
な
し
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、ダ
ー
ウ
ィ
ン
、ニ
ー

チ
ェ
、
マ
ル
ク
ス
の
伝
統
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
つ
な
が
り
を
保
持
す
る
、

自
然
の
ポ
ス
ト
脱
構
築
的

0

0

0

0

0

0

0

意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
デ
リ
ダ
は
絶
え
ず
自
然
主
義
的
な
言
葉
で
、
と
り
わ
け
物
質

0

0

性0

の
概
念
へ
の
関
与
と
い
う
観
点
か
ら
脱
構
築
を
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
関
与
は
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
本
質

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
あ
る
地
点
で
超
自
然
主
義
に
陥
る
「
弱
い
」
自
然
主
義
に

よ
っ
て
侵
食
さ
れ
続
け
て
き
た
。
現
代
の
分
析
哲
学
に
お
け
る
そ
の
主
要
な
典
型
例
は
、「
意
識
」
あ
る
い
は
「
経
験
」
に
特
別
な
形

而
上
学
的
地
位
を
割
り
当
て
よ
う
と
す
る
ネ
ー
ゲ
ル
、
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
や
そ
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
試
み
で
あ
る
。
脱
構
築

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
自
然
主
義
の
一
形
態
と
み
ら
れ
る
と
き
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
と
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
に
よ
っ
て
代

表
さ
れ
る
隠
れ
「
精ス

ピ

リ

テ

ィ

ズ

ム

神
＝
心
霊
主
義
」（
１
）
の
諸
形
態
に
抗
す
る
潜
在
的
だ
が
重
要
な
味
方
と
し
て
現
れ
る
。
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�

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
は
、「
魂
」
を
厄
介
払
い
し
、
も
っ
と
も
古
く
も
っ
と
も
貴
重
な
こ
の
仮
説
を
断

念
す
る
必
要
な
ど
は
さ
ら
さ
ら
な
い
の
だ
。
た
と
え
自
然
主
義
者
た
ち
が
「
魂
」
の
問
題
に
手
を
か
け

る
や
い
な
や
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
こ
れ
を
見
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
不
手
際
を
や
ら
か
す
と
し
て
も

［
…
］。
新
し
い

0

0

0

心
理
学
者
が
、
こ
れ
ま
で
鬱
蒼
た
る
熱
帯
植
物
さ
な
が
ら
に
魂
の
観
念
の
ま
わ
り
に
繁

茂
し
て
い
た
迷
信
を
根
こ
そ
ぎ
片
付
け
た
が
［
…
］、
彼
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
明

0

0

を
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
運
命
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
も
悟
る
の
だ
、
け
れ
ど
も
お
そ
ら
く
は
発
見

す
る
こ
と
を
も
運
命
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
は
、
誰
が
知
ろ
う
か
（
２
）。

─
─
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

死
は
、
美
の
母
で
あ
る
（
３
）。

─
─
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス　

　

脱
構
築
は
、（
精
神
－
自
然
や
精
神
－
物
質
と
い
っ
た
、
自
然
主
義
的
な
態
度
の
定
義
に
と
っ
て
根
本
的
な
二
択
を
含
む
）
あ
ら
ゆ

る
形
而
上
学
的
な
二
択
の
両
極
に
対
す
る
警
戒
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
さ
り
と
て
、
脱
構
築
は
、
わ
れ
わ
れ
が
近
代
性
と
呼

ぶ
歴
史
的
な
分
割
の
片
側

0

0

、
つ
ま
り
、
脱
神
話
化
を
図
る
自
然
主
義
的
な
〈
啓
蒙
〉
の
側
と
の
明
ら
か
な
歴
史
的
つ
な
が
り
を
も
っ
て

い
る
。
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
〔
自
然
主
義
的
な
啓
蒙
と
の
〕
つ
な
が
り
を
、〈
啓
蒙
主
義
的
〉
伝
統
に
よ
る
民
主
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
お
よ
び
、
あ
る
「
啓
蒙
さ
れ
た
」
公
共
圏
（
４
）
と
（
よ
り
狭
く
言
え
ば
）
そ
の
自
然
諸
科
学
と
の
協
調
と
い
う
、
双
方
の
観
点
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か
ら
つ
ね
に
支
持
し
た
の
だ
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
に
、
デ
リ
ダ
は
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
重
要
な
論
文
へ
の
応
答

で
以
下
の
よ
う
に
科
学
と
脱
構
築
的
「
思
考
」
の
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
際
立
っ
た
注
記
を
し
て
い
る
。

　
　

�［
…
］
思
考
と
哲
学
の
秩
序
は
、
た
ん
な
る
科
学
的
な
知
の
秩
序
に
還
元
で
き
な
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
た
ん
に
こ
う
し
た
秩
序

の
外
部
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
思
考
と
哲
学
の
秩
序
が
科
学
的
な
秩
序
か
ら
本
質
的
な
も
の
を
受

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
取
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
す
。
ま
た
思
考
と
哲
学
の
秩
序
が
、
境
界
の
反
対
側
か
ら
、
科
学
的
な
場
の
内
部
で
効
果
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
。（D

errida�2001,�115

〔
二
二
五
頁
〕
傍
点
強
調
引
用
者
）

科
学
的
知
識
の
対
象
は
つ
ね
に
自
然
と
し
て
、
つ
ま
り
典
型
的
に
厳
密
な
科
学
で
あ
る
物
理
学
〔physics

〕
が
そ
の
名
の
由
来
で

あ
る
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
ピ
ュ
シ
ス

0

0

0

0

〔physis

〕
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
自
然
に
関
す
る
科
学
的
説
明
へ
の
要
求

は
、
デ
リ
ダ
が
脱
構
築
を
結
び
つ
け
て
い
る
思
考
の
伝
統
が
関
わ
っ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
観
念
論
、
神
秘
主
義
、
超
自
然
主
義
、

心ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
ム

霊
主
義
に
対
す
る
歴
史
的
な
論
争
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
デ
リ
ダ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
へ
の
応
答
は
、
脱
構
築
が
厳
密
に

は
自
然
主
義
的
な
思
考
の
形
式
で
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
あ
る
根
本
的
で
還
元
で
き
な
い
仕
方
で
思
考
の
自
然
主
義
的
形
式
に

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
自
然
は
本
質
〔essence

〕
と
並
ん
で
脱
構
築
が
ほ
と
ん
ど
信
用
し
て
い
な
い
語
の
一
つ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
科
学
を
尊

重
す
る
〈
啓
蒙
主
義
的
〉
伝
統
の
デ
リ
ダ
に
よ
る
徹
底
化
は
、
自
然
の
概
念
が
も
は
や
重
要
で
は
な
く
な
る
よ
う
な
仕
方
で
、
そ
の
自

然
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
無
効
に
し
な
い
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
議
論
の
あ
り
方
を
再
定
義
す
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
問

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
概
念
を
脱
構
築
へ
服
従
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
こ
の
概
念
を
形
而
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上
学
へ
関
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
し
か
し
、
ど
こ
に
自
然
な
し
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
ニ
ー
チ
ェ
、
マ
ル

ク
ス
の
伝
統
が
あ
る
の
か
。
た
と
え
ば
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
よ
う
な
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の

接
続
を
保
持
す
る
自
然
の
ポ
ス
ト
脱
構
築
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

意
味
、
つ
ま
り
、「
人
間
性
を
自
然
へ
翻
訳
す
る
」
た
め
に
良
心
的
な
思
考
か
ら
自
然

主
義
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
の
内
の
「〈
神
〉
の
影
」
を
消
滅
さ
せ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
（N

ietzsche�
1974,�108

〔
一
九
九
頁
〕;�1966,�230

〔
二
四
五
頁
〕）（
５
）（
６
）。

　
　
　
　
「
自
然
」
の
三
つ
の
意
味

　

自
然
－
ナ
ト
ゥ
ラ
〔nature-natura

〕、
ピ
ュ
シ
ス
〔physis

〕
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、
科
学
的
知
識
と
哲
学
的
理
解
の
進
化

に
沿
っ
て
前
ソ
ク
ラ
テ
ス
期
か
ら
発
展
し
て
き
た
意
義
の
絡
み
合
っ
た
多
様
性
を
有
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

も
っ
と
も
強
力
な
近
代
的
形
態
に
お
け
る
自
然
主
義
に
対
し
て
デ
リ
ダ
が
と
る
関
係
は
、
デ
リ
ダ
が
「
自
然
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
二

つ
の
立
場
を
し
ば
し
ば
批
判
し
た
と
い
う
事
実
に
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の

よ
う
な
古
い
自
然
の
意
味
を
参
照
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

１　

本
質
、
ア
ル
ケ
ー
、
テ
ロ
ス
、
あ
る
い
は
デ
リ
ダ
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
、
し
か
し
と
り
わ
け
生
物
に
「
固
有
な
も
の
」
と
呼
ぶ

も
の
と
し
て
自
然
。〔
こ
の
第
一
の
意
味
で
の
自
然
の
概
念
は
〕
人
間
的
な
人
工
物
に
埋
め
込
ま
れ
た
目
的
お
よ
び
、
有
機
体
の
標
準

的
発
展
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
成
熟
し
た
形
態
と
い
う
、
双
対
を
模
範
と
し
て
元
来
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
。

こ
の
概
念
は
、
生
気
の
な
い
物
質
に
つ
い
て
も
（
た
と
え
ば
、
固
体
の
「
自
然
＝
本
性
」
は
落
ち
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
の
な
か
で
）

大
雑
把
に
拡
張
さ
れ
う
る
。

　

２　

生
気
の
な
い
物
質
の
領
域
と
し
て
の
自
然
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
最
初
に
、
物
質
の
概
念
が
物
質
と
精
神
の
二
元
論
に
よ
っ
て
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規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
第
二
の
意
味
で
の
自
然
は
、
デ
カ
ル
ト
の
数
学
的
に
記
述
可
能
な
自
然
と
、
の
ち
の
一
元
論
的
唯
物

論
が
拡
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
な
か
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
不
断
の
事
物
的
存
在
者
性
と

等
置
さ
れ
た
〈
存
在
〉
の
〈
理
念
〉」
で
あ
る
（H

eidegger�1980,�129

〔
二
四
九
頁
〕）。
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
類
の
死
せ
る
も
の
と
し

て
の
物
質
、
現
前
の
非
－
自
己
－
触
発
的
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
、
そ
の
反
定
立
で
あ
る
自
己
－
触
発
す
る
精
神
と
同
様
に
、
差
異
の
痕
跡

に
ほ
と
ん
ど
印
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
（D

errida�1976,�244

〔
下
一
九
八
─
一
九
九
頁
〕）（
７
）。

　

脱
構
築
に
関
連
す
る
自
然
の
意
味
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
む
し
ろ
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
量
子
力

学
に
続
い
て
現
れ
た
も
の
だ
。
ア
ー
カ
デ
ィ
・
プ
ロ
ト
ニ
ツ
キ
ー
が
量
子
力
学
と
脱
構
築
に
関
す
る
優
れ
た
著
作
『
知
り
う
る
も
の
と

知
り
え
な
い
も
の
』
の
な
か
で
説
明
す
る
と
お
り
、
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
物
理
科
学
の
重
要
性
は
、
ま
さ
に
「
わ

れ
わ
れ
の
も
っ
と
も
原
初
的
な
い
く
つ
か
の
［
物
理
的
］
諸
概
念
の
基
礎
や
視
野
を
テ
ス
ト
す
る
機
会
」
の
う
ち
に
あ
り
（Plotnitsky�

2002,�17

〔［　

］
の
挿
入
は
引
用
者
に
よ
る
〕）。
物
質
と
原
因
の
よ
う
な
諸
概
念
は
ニ
ー
チ
ェ
が
す
で
に
か
な
り
疑
っ
て
い
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
テ
ス
ト
は
古
び
た
唯
物
論
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
科
学
的
脱
構
築
を
導
い
て
き
た
。
ボ
ー
ア
の
解
釈
に
お
い

て
、
量
子
力
学
は
量
子
的
「
対
象
」
の
現
実
的
な
諸
性
質
を
知
る
こ
と
は
お
ろ
か
考
え
る
こ
と

0

0

0

0

0

〔conceiving

〕
の
可
能
性
に
さ
え
疑

問
を
投
げ
か
け
た
。
プ
ロ
ト
ニ
ツ
キ
ー
は
、
こ
の
解
釈
を
「
非
－
古
典
的
」
と
呼
び
、
脱
構
築
も
ま
た
非
－
古
典
的
理
解
の
一
形
態
で

あ
り
、
ボ
ー
ア
の
理
論
と
の
強
い
親
近
性
を
も
つ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
わ
た
し
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
説
得

的
な
も
の
で
あ
る
。

　

デ
リ
ダ
は
決
し
て
自
然
の
概
念
を
こ
の
よ
う
な
非
－
古
典
的
理
解
に
し
た
が
っ
て
は
定
義
し
な
か
っ
た
が
、
彼
は
、
こ
こ
で
直
接
的

に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
線
に
沿
っ
て
物
質
の
概
念
の
脱
構
築
的
領
有
＝
我
有
化
を
ま
さ
に
擁
護
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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�「
物
質
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
わ
た
し
に
と
っ
て
問
題
の
あ
る
も
の
に
思
わ
れ
る
の
は
、
次
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
書
き
込
み
直
す
に
際
し
て
、
人
が
こ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
一
つ
の
新
し
い
根
本
的
原
理
た
ら

し
め
る
の
を
避
け
ら
れ
ず
、
一
種
の
理
論
的
な
逆
行
に
よ
っ
て
そ
れ
を
ま
た
し
て
も
「
超
越
論
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
に
仕
立
て
て
し

ま
う
、
と
い
う
場
合
で
す
。
そ
れ
は
、
超
越
論
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
へ
陥
る
［
…
］
た
ん
な
る
観
念
論
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

形
而
上
学
的
唯
物
論
を
つ
ね
に
安
堵
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
う
る
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
超
越
論
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
、
究
極
的
な

指
示
参
照
［
…
］
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
標
記
の
作
業
〔any�w

ork�of�the�m
ark

〕
に
絶
対
的
に
先
立
つ
「
客
観
的
実
在
」
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
物
質
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
形
而
上
学
的

な
概
念
で
あ
る
と
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
非
形
而
上
学
的
な
概
念
で
あ
る
と
も
言
わ
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
こ
の
概

念
が
生
じ
さ
せ
る
作
業
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。（D

errida�1982,�65

〔
九
六
─
九
七
頁
〕）

　
「
標
記
の
作
業
」
は
解
釈
的
過
程
に
デ
リ
ダ
が
つ
け
た
名
だ
が
、
こ
の
過
程
に
よ
っ
て
自
然
科
学
者
の
共
同
体
は
自
然
に
つ
い
て
の

描
像
を
生
み
出
し
、
修
正
し
続
け
、
古
い
唯
物
論
の
固
体
を
差
異
的
諸
関
係
の
諸
々
の
シ
ス
テ
ム
へ
解
消
し
て
い
る
（
こ
れ
は
プ
ロ
ト

ニ
ツ
キ
ー
や
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
よ
う
な
思
想
家
た
ち
が
分
析
し
た
作
業
で
あ
る
）。
デ
リ
ダ
が
示
唆
す
る
の
は
、
ボ
ー
ア
あ
る
い
は
デ
リ

ダ
的
な
仕
方
で
、
標
記
の
作
業
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
物
質
は
（
観
念
論
者
で
あ
れ
形
而
上
学
的
唯
物
論
者
で

あ
れ
）
現
前
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
の
「
絶
対
的
な
外
部
」
あ
る
い
は
「
徹
底
的
な
異
質
性
」
と
し
て
機
能
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（D

errida�1982,�65

）。

　

だ
が
、
物
質
の
概
念
は
、
自
然
の
概
念
が
も
た
ら
す
言
説
上
の
諸
目
的
に
役
立
つ
に
は
あ
ま
り
に
限
定
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
わ
れ
わ

れ
は
デ
リ
ダ
に
よ
る
〔
物
質
の
概
念
の
〕
再
定
義
を
後
者
〔
自
然
の
概
念
〕
へ
拡
張
す
る
必
要
が
あ
る
。
科
学
は
た
ん
に
物
質
の
研
究
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と
し
て
は
定
義
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、実
際
に
物
質
の
概
念
を
徐
々
に「
脱
物
質
化
」し
、発
展
し
て
い
く
科
学
的
な
説
明
の（
お

そ
ら
く
原
理
的
に
は
知
り
え
な
い
）
母
体
を
名
指
す
た
め
に
自
然
の
概
念
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
も
し
自
然
主
義
が
歴

史
的
に
追
い
求
め
て
き
た
倫
理
－
政
治
的
課
題
が
損
な
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
論
文
の
残
り
の
部
分
が
説
明
す
る
い
く

つ
か
の
理
由
か
ら
、
自
然
の
概
念
は
物
質
の
概
念
へ
緊
密
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
第
三
の
定
義
に
い
た
る
。

　

３
「
あ
ら
ゆ
る
標
記
の
作
業
に
絶
対
的
に
先
立
つ
」
で
あ
ろ
う
単
純
な
「
現
前
」
と
し
て
自
然
を
機
能
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
対

し
て
「
絶
対
的
に
外
部
」
あ
る
い
は
「
徹
底
的
に
異
質
」
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
自
然
。
デ
リ
ダ
が
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』

で
述
べ
る
よ
う
に
「
わ
れ
わ
れ
が
住
ま
う
時
－
空
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な

0

0

0

0

0

0

痕
跡
の
時
－
空
で
あ
る
」（D

errida�1976,�290

〔
下
二
八
四

頁
〕）。
し
か
し
、
痕
跡
の
構
造
と
し
て
の
自
然
は
、
標
記
の
作
業
に
「
絶
対
的
に
」
先
立
つ
の
で
は
な
い
一
方
で
、
或
る
非
－
絶
対
的

先
行
性
を
維
持
し
て
い
る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
痕
跡
の
構
造
と
し
て
の
自
然
は
、
純
粋
か
つ
単
純
に
観
念
論
的
な
仕
方
で
標
記
の
作

業
に
帰
順
す
る
だ
ろ
う
）。
そ
し
て
、
痕
跡
の
構
造
と
し
て
の
自
然
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
依
然
と
し
て
も
っ
と
も
厳
格
に
規
律
化
さ
れ

た
方
法
、
科
学
的
説
明
の
先
－
在
す
る
網
目
で
し
っ
か
り
と
分
節
す
る
仕
方
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
量
子
力
学
は
、
科
学

的
「
諸
法
則
」
と
し
て
記
述
可
能
な
諸
規
則
性
に
し
た
が
っ
て
作
動
す
る
こ
と
で
、
自
然
の
概
念
を
破
断
す
る
の
で
は
な
く
拡
張
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
も
し
感
覚
対
象
〔sense-objects

〕
の
物
質
性
が
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
は
や
物
理
的
実
在
の
根
本
的
本
性
＝
自
然
を
理
解
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
に
な
ら
な
い
と
し
て
も（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

も
し
ボ
ー
ア
が
正
し
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
根
本
的
本
性
＝
自
然
」
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
話
す
こ
と
さ
え
で
き
ず
、

た
だ
そ
の
諸
規
則
性
を
計
算
す
る
科
学
的
に
厳
密
な
諸
手
段
に
つ
い
て
話
せ
る
だ
け
で
あ
る
）、
物
理
学
〔physics

〕
は
（
プ
ロ
ト
ニ

ツ
キ
ー
に
よ
る
ボ
ー
ア
の
解
説
の
あ
ら
ゆ
る
頁
の
よ
う
に
）
厳
密
に
物
理
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

＝
自
然
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

〔physical

〕
と
し
て
量
子
的
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諸
現
象
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
量
子
力
学
が
「
物
理
＝
自
然
」
科
学
の
ま
ま
で
い
る
別
の
よ
り
素
朴
な
意
味
が
あ
る
。
ボ
ー
ア
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
物

自
体
が
不
在
で
あ
る
と
き
、
あ
る
い
は
物
自
体
の
自
然
＝
本
性
を
思
考
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
さ
え
も
が
不
在
で
あ
る
と
き
、
科
学
的

知
識
は
、
器
具
を
読
解
す
る
科
学
者
た
ち
の
物
理
的
な
知
覚
の
形
式
内
の
感
覚
知
覚
を
基
礎
と
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
当
の
諸
知
覚
が
他

者
の
知
覚
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
８
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
読
解
は
前
－
古
典
的
物
理
学
と
同
じ
論
理
的

一
貫
性
、
数
学
的
厳
密
さ
と
と
も
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
た
と
え
も
し
わ
れ
わ
れ
が
ボ
ー
ア
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な

解
釈
の
う
え
で
は
知
識
の
現
実
的
対
象

0

0

と
し
て
思
考
可
能
な
自
然
＝
本
性
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と

0

0

0

0

が
原
理
的
に
阻
止
さ
れ
て
い
る
と
し

て
も
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
考
で
き
な
い
諸
現
象
、
物
理
学
者
の
器
具
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
る
諸
痕
跡
は
、
人
間
の
諸
感
覚
に
よ
っ

て
登
録
さ
れ
る
同
じ

0

0

物
理
的
実
在
の
別
の
水
準
の
表
出
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
量
子
力
学
の
神
秘
的
な
物
理
的
世
界
は
本
来

＝
自
然
の
う
ち
で
〔in�nature

〕
厳
密
に
連
続
的
で
あ
る
が
（
も
ち
ろ
ん
自
然
は
非
－
形
而
上
学
的
な
類
型
の
諸
々
の
非
連
続
性
に

満
ち
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）、
そ
れ
〔
量
子
力
学
の
物
理
的
世
界
〕
は
諸
感
覚
＝
意
味
〔the�senses

〕
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
実

在
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
諸
感
覚
＝
意
味
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
世
界
が
他
の
非
－
物
質
的
実
在
や
超
－
物
理
的
実
在
へ
と
解
消
さ
れ

る
の
に
抵
抗
す
る
境
界
を
標
記
し
続
け
る
と
い
う
意
味
で
、
物
質
的
な

0

0

0

0

ま
ま
な
の
で
あ
る
（
９
）。

　
　
　
　

自
然
的
超
自
然
主
義

　

も
し
厳
密
な
意
味
で
自
然
主
義
的
な
境
界
を
引
こ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
道
筋
は
量
子
物
理
学
か
ら
観
念
論
に
、
そ
し
て

宗
教
的
、
唯
心
論
的
、
あ
る
い
は
神
秘
的
な
諸
解
釈
、
た
と
え
ば
、
フ
リ
ッ
チ
ョ
フ
・
カ
プ
ラ
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
物
理
学
の
タ
オ
」

の
観
点
か
ら
は
、
量
子
物
理
学
は
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
出
来
事
の
統
一
と
相
互
関
連
性
」
を
証
示
す
る
と
い
う
考
え
に
さ
え
容
易
に
通
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じ
て
い
る
（Capra�1991,�329

）。

　
　

�

現
代
物
理
学
に
お
い
て
、
一
つ
の
機
械
と
し
て
の
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
は
相
互
接
続
さ
れ
た
力
動
的
全
体
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ

て
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
力
動
的
全
体
の
諸
部
分
は
本
質
的
に
相
互
依
存
し
て
お
り
、
一
つ
の
宇
宙
的
過
程
の
諸
パ
タ
ー
ン
と

し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（Capra�1991,�330

）

カ
プ
ラ
は
無
視
で
き
な
い
権
威
を
も
っ
て
物
理
学
を
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
彼
自
身
が
物
理
学
者
で
あ
る
の
だ
が
、
彼
は
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・

ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
が
こ
の
本
の
あ
ら
ゆ
る
章
を
入
念
に
調
べ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
自
身
が
穏
健
な
自
然
主
義
的
や
り
方

で
超
自
然
主
義
的
な
い
か
な
る
も
の
も
仮
定
し
て
い
な
い
と
強
調
す
る
。
彼
の
目
的
は
す
べ
て
の
結
論
を
き
ち
ん
と
裏
付
け
の
あ
る
科

学
的
知
識
と
厳
格
に
構
築
さ
れ
た
科
学
的
理
論
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
位
置
づ
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
目
的

が
、
先
の
引
用
文
の
よ
う
な
記
述
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
自
然
の
量
子
的
な
水
準
か
ら
一
つ
の
「
宇
宙
的
過
程
」
へ
至
る
彼
の
議
論
の
巨

大
な
飛
躍
を
物
理
学
者
に
分
か
ら
せ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
宇
宙
的
過
程
と
い
う
観
念
は
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
出
来
事
」
を

含
み
、
─
─
こ
の
主
張
の
要
だ
が
─
─
こ
の
過
程
が
一
つ
の
「
統
一
」
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
量
子
的
効
果
が
物
質
の
固
体
性
を

生
み
出
し
、
量
子
的
効
果
が
奇
妙
に
全
体
論
的
な
仕
方
で
作
動
す
る
こ
と
は
（
自
然
主
義
的
視
点
に
お
い
て
）
疑
い
な
く
真
で
あ
る

が
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
出
来
事
が
統
一
さ
れ
た

0

0

0

0

0

宇
宙
的
過
程
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
こ
の
事
実
か
ら
は
と
て
も
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
カ
プ
ラ
の
所
見
は
、そ
の
字
義
通
り
の
神
秘
的
言
葉
を
受
け
取
れ
ば
、宇
宙
的
過
程
の
「
統
一
」
の
な
か
に
ジ
ョ
ー

ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
の
当
選
や
恐
竜
を
殺
し
た
隕
石
を
含
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
量
子
的
諸
現
象
が
固
体
的
対
象
の
水
準
に

お
い
て
物
質
性
の
諸
制
約
に
従
わ
な
い
と
い
う
事
実
は
（
あ
ら
ゆ
る
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
の
夢
い
っ
ぱ
い
の
思
考
と
は
反
対
に
）、
こ



56

れ
ら
の
制
約
を
固
体
的
対
象
の
水
準
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

弱
め
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
行
動
、
政
治
的
出
来
事
、
有
機

的
身
体
の
水
準
、
倫
理
－
政
治
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
規
定
さ
れ
る
水
準
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
制
約
は
ま
っ
た
く
弱
ま
る
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。

　

カ
レ
ン
・
バ
ラ
ー
ド
は
、
彼
女
の
最
近
の
著
作
『
宇
宙
の
途
上
で
出
会
う
』
に
お
い
て
、
カ
プ
ラ
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
性
急
な
議
論

の
飛
躍
を
避
け
て
い
る
。
逆
に
、
彼
女
は
、
分
節
化
の
新
た
な
水
準
へ
向
け
て
、
自
然
の
観
念
を
痕
跡
の
時
－
空
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

「
量
子
物
理
学
は
、
身
体
的
生
産
の
、
ほ
ん
の
数
例
を
あ
げ
れ
ば
［
！
］、
科
学
的
、
技
術
的
、
軍
事
的
、
経
済
的
、
医
学
的
、
政
治
的
、

文
化
的
諸
実
践
を
含
む
諸
現
象
の
複
雑
に
も
つ
れ
あ
う
網
目
の
一
部
で
あ
る
」（Barad�2007,�388

）。
し
か
し
、
結
局
、
彼
女
も
ま

た
自
然
主
義
が
提
示
で
き
な
い
形
而
上
学
的
慰
め
（
10
）
を
求
め
て
量
子
物
理
学
に
頼
っ
て
い
る
。
彼
女
が
自
身
の
分
析
か
ら
引
き
出

す
の
は
「
物
質
性
」
そ
の
も
の
が
「
倫
理
性
の
場
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
物
質
性
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
知
っ

て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、そ
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
も
つ
れ
合
う
と
こ
ろ
の
「
存
在
論
的
な
諸
々
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
を
「
伴
う
」（
こ

の
言
葉
の
強
さ
を
注
記
し
て
お
こ
う
）
か
ら
だ
（Barad�2007,�393

）。

　

形
而
上
学
的
慰
め
は
、
生
物
学
や
他
の
多
く
の
領
域
で
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
自
己
－
組
織
化
す
る
諸
シ
ス
テ
ム
と
い
う
観
念
か
ら

も
正
当
な
仕
方
で
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
の
場
合
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の

類
型
の
う
ち
で
、
あ
る
種
の
「
目
的
論
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
い
ま
一
度
可
能
で
あ
る
し
、
確
か
に
必
要
で
あ
る
（
11
）。
し
か
し
デ

ネ
ッ
ト
は
、
強
い
自
然
主
義
的
立
場
の
よ
い
例
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
立
場
は
、
生
物
学
的
な
生
命
の
諸
形
式
の
進
化
論
的
、
創

造
的
、
自
己
組
織
化
の
諸
特
性
や
、「
人
工
生
命
」
を
生
成
す
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
生
命

の
諸
形
式
の
類
似
物
を
、〈
神
〉
の
影
の
一
つ
の
下
に
立
ち
戻
ら
せ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
仮
に
こ
れ
ら

の
進
化
論
的
諸
過
程
や
諸
形
式
が
知
的
で
あ
っ
て
生
き
生
き
し
て
い
る
─
─
意
識
的
で
さ
え
あ
る
─
─
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
て
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い
る
人
が
い
る
と
し
よ
う
（
そ
う
す
る
人
は
実
際
い
る
か
も
し
れ
な
い
）。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
は
（
強
い
自
然
主
義
的
立
場
か

ら
は
）
人
間
の
顔
を
自
然
へ
と
復
帰
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
、
そ
も
そ
も
人
間
に
お
い
て
知
性
、
生
命
、
意
識
は
実
際
に
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
あ
り
方
を
疑
問
に
付
す
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
自
然
主
義
と
脱
構
築
に
か
か
わ
る
根
本
的
な
問
題
が
最
終
的
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
量
子
理
論
の
希
薄
な
空
気
の
な

か
（
12
）
で
は
な
く
、
進
化
生
物
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
の
仕
事
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
科
学
的
発
見
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン

に
よ
る
発
見
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
中
心
性

　

デ
リ
ダ
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
科
学
に
よ
っ
て
人
間
の
虚
栄
に
も
た
ら
さ
れ
た
三
つ
の
大
き
な
「
自
己
愛
的
な
傷
」
と
呼
ぶ
も
の
に
大
き

な
重
要
性
を
認
め
て
い
た
。
最
初
の
二
つ
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
名
前
に
関
連
し
て
い
る
が
、
三
つ
の
傷
の
う
ち
最
大
の

も
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
付
け
加
え
て
い
る
よ
う
に
─
─
彼
自
身
の
虚
栄
が
際
立
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
─
─
精
神
分
析
、
つ
ま
り

彼
自
身
が
発
明
し
た
「
科
学
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
は
『
弔
鐘
』
に
お
い
て
、
確
か
に
こ
れ
ら
三
つ
の

傷
が
「
人
類
の
自
己
愛
」
の
「
脱
－
中
心
化
」
を
構
成
す
る
の
だ
が
、
最
大
の
一
撃
を
与
え
た
の
は
フ
ロ
イ
ト
で
は
な
く
ダ
ー
ウ
ィ

ン
だ
と
書
い
て
い
た
。

　
　

�

強
力
で
豊
か
な
連
鎖
、
少
な
く
と
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
今
日
ま
で
、
こ
の
連
鎖
が
存
在
神
論
的
形
而
上
学
を
人
間
主
義
に
結

び
つ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
動
物
と
の
─
─
あ
る
い
は
む
し
ろ
動
物
性
と
の
、
動
物
性
の
一
義
的
で
均
質
で
蒙
昧
主
義
的

な
概
念
と
の
─
─
本
質
的
対
立
は
、
そ
こ
で
つ
ね
に
同
じ
利
益
に
奉
仕
し
て
き
た
。［
…
］
人
間
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
被
っ
た
三
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つ
の
傷
の
う
ち
、
フ
ロ
イ
ト
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
名
に
よ
っ
て
指
し
示
し
た
も
の
の
方
が
彼
自
ら
署
名
し
た
も
の
よ
り
耐
え
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
傷
に
対
す
る
抵
抗
は
、
さ
ら
に
長
く
続
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（D
errida�1990,�27:�

左
欄
挿
入
〔
二
四
七
頁
〕）

こ
の
よ
う
に
、
脱
構
築
に
と
っ
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
発
見
は
、
他
の
い
く
つ
か
の
科
学
的
事
実
の
う
ち
の
一
つ
で
は
な
い
。「
人
間
の

動
物
に
対
す
る
本
質
的
対
立
」
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
発
見
は
、
存
在
神
論
的
形
而
上
学
を
直
接
的
に
攻
撃
す
る
の
で

あ
る
。

　

デ
リ
ダ
は
二
十
年
後
、『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
の
な
か
で
三
つ
の
大
き
な
自
己
愛
的
な
傷
と
い
う
考
え
に
立
ち
戻
っ
た
。
し
か

し
今
度
は
デ
リ
ダ
は
マ
ル
ク
ス
も
そ
の
並
び
に
加
え
る
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
よ
り
以
前
の
発
展
の
力
を
「
集
積
し
、
と
り
集

め
」
る
こ
と
で
、
デ
リ
ダ
の
言
う
「
科
学
－
技
術
的
」
伝
統
が
そ
れ
ま
で
も
た
ら
し
て
い
た
脱
中
心
化
の
衝
撃
の
な
か
で
も
最
大
の
一

撃
を
与
え
る
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（D

errida�1994,�98

〔
二
一
二
頁
〕）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、デ
リ
ダ
は
〈
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
〉

と
〈
マ
ル
ク
ス
主
義
〉
の
あ
い
だ
の
特
別
な
つ
な
が
り
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
（D

errida�1994,�97

〔
二
一
一
頁
〕）。
し
か
も
こ
の

つ
な
が
り
は
実
際
に
は
デ
リ
ダ
自
身
の
ヒ
ン
ト
よ
り
も
い
っ
そ
う
強
い
つ
な
が
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
種
の
起
源
』
を
読
ん
で

大
喜
び
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
は
、
一
八
六
〇
年
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
対
し
て
『
種
の
起
源
』
が
「
自
然
諸
科
学
に
お
け
る
目
的
論
に
対
す

る
初
め
て
の
死
の
一
撃
に
な
る
」
と
書
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（M

arx�and�Engels�1942,�125–126

）（
13
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
科
学
的
自
然
主
義
の
力
、
つ
ま
り
マ
ル
ク
ス
に
先
立
っ
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
仕

事
に
お
い
て
最
高
潮
に
達
し
た
力
を
「
集
積
し
、
と
り
集
め
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
地
球
上
の
す
べ
て
の
あ
ら
ゆ
る
男
性
と

女
性
が
今
日
、
そ
の
相
続
人
で
あ
る
」
マ
ル
ク
ス
主
義
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
デ
リ
ダ
が
厳
密
に
自
然
主
義
的
な
語
彙
で
記
述
す
る
倫
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理
－
政
治
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
直
近
の
到
達
点
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

�

彼
ら
は
、
哲
学
的
で
科
学
的
な
形
式
を
も
っ
た
あ
る
計
画
の
絶
対
的
な
特
異
性
の
相
続
人
な
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
原
理
上
、

宗
教
的
で
は
な
い
［
…
］
そ
れ
は
神
話
的
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
的
で
は
な
い
、
と
い
う
の
も
選
ば
れ
た
民
と
の
契
約

の
彼
方
に
さ
え
、
宗
教
的
も
し
く
は
神
話
的
、
広
い
意
味
で
「
神
秘
的
」
で
は
な
い
、
国
民
性
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
存

在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。（D

errida�1994,�91

〔
一
九
六
─
一
九
七
頁
〕）

そ
し
て
脱
構
築
自
体
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
自
然
主
義
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
「
徹
底
化
し
」
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
相

続
人
」
で
あ
る
（D

errida�1994,�91–92
〔
二
〇
〇
頁
〕）。

　

こ
れ
が
、デ
リ
ダ
の
思
考
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
系
譜
で
あ
る
。
そ
し
て
、マ
ル
ク
ス
や
デ
リ
ダ
が
所
見
を
述
べ
て
い
る
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
発
見
の
文
化
的
か
つ
哲
学
的
な
重
要
性
は
、
量
子
的
な
非
決
定
性
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
重
要
性
は
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
十
九
世
紀
の
あ
い
だ
と
同
様
の
ま
ま
で
あ
る
（
14
）。
進
化
論
は
、
科
学
が
脱
構
築
的
思
考
に
受
け
渡
す
、
紛
れ
も
な
く
本
質

0

0

的
な

0

0

何
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
脱
構
築
が
本
質
的
に
自
然
主
義
的
な
形
態
で
あ
る
場
合
に
の
み
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
主
義
的

な
立
脚
点
の
外
部
か
ら
み
る
と
、
人
間
が
動
物
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
そ
れ
と
競
合
す
る
観
念
論
的
で
精
神
主
義
的
な
テ
ー

ゼ
と
同
じ
水
準
の
あ
り
ふ
れ
た
思
弁
的
テ
ー
ゼ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
存
在
神
論
的
形
而
上
学
に
対
す
る
脱
構
築
的
攻
撃
は
不
可
避
的

に
人
間
性
－
動
物
性
の
区
別
の
消
去
を
伴
う
が
、
こ
の
消
去
は
そ
れ
自
体
、
不
可
避
的
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
的
生
物
学
の
権
威
に
基
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
建
築
術
の
至
る
と
こ
ろ
で
反
響
し
て
い
る
よ
う
に
脱
構
築
は
自
然
主
義
者
と
し
て
印
づ
け
ら
れ
る
。
脱
構
築
は
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全
体
と
し
て
人
間
－
動
物
の
境
界
を
破
壊
す
る
も
っ
と
も
徹
底
的
な
諸
帰
結
を
描
き
、
見
え
る
範
囲
で
い
つ
も
厳
密
に
保
持
さ
れ
て
い

る
こ
れ
ら
の
諸
帰
結
と
と
も
に
哲
学
を
再
構
成
す
る
試
み
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

意
識
の
脱
構
築

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
理
論
が
生
物
学
の
領
域
か
ら
デ
ザ
イ
ン
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
い
っ
た
観
念
を
排
除
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
あ
ま
り
明
ら
か
だ
と
言
え
な
い
の
は
、
生
物
学
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
概
念
の
価
値
が
、
そ
の
背
景
で
あ
る
意

識
と
い
う
概
念
の
価
値
に
由
来
す
る
こ
と
、
ま
た
、
現
代
思
想
に
お
い
て
し
ば
し
ば
展
開
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
意
識
と
い
う
概

念
が
存
在
神
論
的
形
而
上
学
に
そ
の
根
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
進
化
論
的
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
現
代
の
議
論
は
、
純

粋
で
充
溢
し
た
状
態
の
意
識
を
、
根
底
に
あ
る
自
然
の
秩
序
へ
と
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
哲

学
者
の
あ
い
だ
で
は
ほ
と
ん
ど
信
憑
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
進
化
論
的
過
程
か
ら
消
し
去
ら
れ
て
い
た
意
識
の
形
而
上
学
的

な
価
値

0

0

は
、
心
の
哲
学
に
お
い
て
再
び
現
れ
て
き
て
い
る
。

　

こ
れ
が
、
脱
構
築
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
一
の
定
式
化
の
な
か
で
、
意
識
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
な
着
想
が
デ
リ
ダ
の
直
近

の
標
的
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　
　

�「
近
接
性
」、「
直
接
性
」、「
現
前
」
な
ど
の
名
の
下
に
ひ
と
が
理
解
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
を
謎
め
い
た
も
の
に
す
る
こ

と
［
…
］、
こ
れ
が
わ
た
し
の
本
書
で
の
最
終
的
な
意
図
で
あ
る
。
現
前
の
こ
の
脱
構
築
は
、
意
識
の
脱
構
築
を
、
し
た
が
っ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ロ
イ
ト
の
言
説
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
痕
跡
（Spur
）
と
い
う
還
元
不
可
能
な
観
念
を
通
過
す
る
。
と
に
か
く
、

今
日
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
分
野
に
お
い
て
、
ま
た
と
り
わ
け
生
物
学
の
分
野
に
お
い
て
、
こ
の
観
念
は
支
配
的
で
あ
り
還
元
不
可
能
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で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（D

errida�1976,�70

〔
上
一
四
三
頁
〕）

現
前
の
脱
構
築
は
デ
リ
ダ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
最
終
的
な
意
図
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
前
は
意
識
（
の
概
念
）
を
通
し
て
ア
プ

ロ
ー
チ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
は
現
前
の
存
在
神
論
的
価
値
の
第
一
の
要
で
あ
り
、
痕
跡
は
現
前
と
不
在
の
反
定
立
の
外
部
に
あ

る
非
－
現
前
と
し
て
思
考
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
痕
跡
の
概
念
の
目
的
は
、
第
一
に
、
意
識
の
概
念
を
解
き
ほ
ど
く
こ
と
な

の
で
あ
る
。

　

デ
リ
ダ
が
狙
い
を
定
め
て
い
る
意
識
に
関
す
る
現
代
的
諸
概
念
は
、
心
の
形
而
上
学
的
概
念
を
暗
黙
裡
に
利
用
し
て
い
る
が
、
こ
こ

で
形
而
上
学
的
な
概
念
と
し
て
の
心
と
は
絶
対
的
に
目
覚
め
て
い
る
意
識
の
純
粋
な
透
明
さ
の
な
か
で
絶
対
的
に
自
己
へ
現
前
し
う
る

も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
心
に
つ
い
て
の
古
典
的
説
明
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫

理
学
』（
15
）
に
お
い
て
は
目
覚
め
て
い
る
状
態
が
心
の
完
全
な
現
実
態

0

0

0

（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
で
あ
る
と
し
、
ま
た
『
形
而
上
学
』（
16
）

に
お
い
て
は
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
で
は
な
い
）「
神
」
が
、
そ
の
も
っ
と
も
完
全
に
現
実
化

し
た
形
態
に
お
け
る
〈
存
在
〉
を
、
自
身
の
（
目
覚
め
て
い
る
）
思
考
活
動
に
つ
い
て
思
考
す
る
（
目
覚
め
て
い
る
）
思
考
と
し
て
表

現
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
概
念
は
精
神
と
魂
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
概
念
と
と
も
に
そ
の
後
の
長
い
歴
史
の
な

か
で
、
擬
人
化
さ
れ
た
創
造
者
た
る
〈
神
〉
に
つ
い
て
の
背
景
に
反
し
て
混
ぜ
合
わ
さ
れ
、
心
に
つ
い
て
の
現
代
分
析
哲
学
の
な
か
で

も
意
識
経
験

0

0

0

0

あ
る
い
は
単
純
に
自
然
主
義
的
説
明
へ
「
還
元
で
き
な
い
」
経
験
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
擁
護
す
る
哲
学
者
た
ち
の
あ
い
だ

で
広
ま
り
続
け
て
い
る
（
そ
し
て
、
彼
ら
は
存
在
神
論
と
自
分
た
ち
に
関
係
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
た
め
、
デ
リ
ダ
を
概
し
て
無
視
し

て
い
る
）（
17
）。
こ
れ
ら
の
考
え
の
な
か
で
は
、
絶
対
的
な
自
己
－
現
前
と
し
て
の
目
覚
め
て
い
る
意
識
の
価
値
は
か
な
り
お
ぼ
ろ
げ

に
な
っ
て
い
る
が
、
意
識
の
価
値
は
絶
対
的
な
自
己
へ
の
直
接
性
と
し
て
、
ま
た
自
然
と
い
う
テ
ク
ス
ト
へ
の
再
記
入
に
抵
抗
す
る
も
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の
と
し
て
、
そ
の
根
本
的
に
形
而
上
学
的
な
力
を
保
持
し
て
い
る
。
意
識
／
経
験
は
、
身
体
の
た
ん
に
自
然
的
な
あ
ら
ゆ
る
諸
機
能
を

伴
う
現
象
、
各
々
の
人
が
直
接
的
に
彼
／
彼
女
自
身
の
事
例
か
ら
直
接
的
に
知
る
現
象
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
自
然
的
な
諸

機
能
と
は
根
本
的
に
異
な
る
類
型
の
現
実
を
構
成
す
る
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
の
よ
う
に
、
経
験
に
つ
い
て
の
一
見
し
て
控
え
め
な
自
然
化
さ
れ
た
着
想
の
内
部
で

さ
え
当
て
は
ま
り
続
け
る
。
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
、
脳
が
経
験
を
生
産
す
る
仕
方
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
す
べ
て
に
徹
底
的
な
自
然
主
義
的

説
明
を
与
え
、
次
い
で
さ
ら
に
、
一
度
で
も
自
然
主
義
的
に
生
産
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
経
験
は
独
自
の
形
而
上
学
的
身
分
を
も
つ

と
主
張
し
て
い
る
。
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
が
つ
く
っ
た
科
学
的
か
つ
哲
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
知
的
建
造
物
の
下
層
で
、
そ
の
主
張
の
基
礎
の

脆
弱
性
が
、
デ
ネ
ッ
ト
の
批
判
へ
の
彼
の
応
答
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
る
。
デ
ネ
ッ
ト
の
非
難
は
、
経
験
の
「
還
元
し
え
な
い
」
本
性

＝
自
然
に
対
し
て
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
が
現
実
的
な
議
論
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
自
身
の
議
論
の
す

べ
て
が
「
意
識
の
現
実
存
在
を
前
提
す
る
」
も
の
だ
と
認
め
る
が
、
こ
の
想
定
を
彼
に
と
っ
て
「
直
観
的
」
な
も
の
だ
と
し
て
擁
護

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
直
観
が
「
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
一
見
し
て

0

0

0

0

明
ら
か
」
だ
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
、
明
証
と
し
て
の
彼

自
身
の
直
観
の
使
用
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
（Chalm

ers�1997,�3–46�

オ
ン
ラ
イ
ン
版
）。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
哲
学
探

究
』
の
公
刊
か
ら
半
世
紀
の
ち
、
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
ほ
ど
洗
練
さ
れ
た
哲
学
者
が
あ
た
か
も
哲
学
的
な

0

0

0

0

結
論
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
自
身

の
内
面
性
へ
の
、
特
権
化
さ
れ
た
無
媒
介
的
ア
ク
セ
ス
と
い
う
考
え
（
デ
リ
ダ
の
言
葉
で
言
え
ば
、
自
己
の
自
身
に
対
す
る
絶
対
的
現

前
と
い
う
考
え
）
に
頼
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
（
18
）。
今
日
、
自
分
が
神
を
「
直
観
的
に
」
知
っ
て
お
り
、
ま
た
神
が
「
ほ
と
ん
ど

の
人
に
と
っ
て
明
ら
か
」
だ
と
い
う
こ
と
（
た
し
か
に
そ
れ
は
あ
り
う
る
よ
う
に
）
を
基
礎
と
し
て
、
神
が
現
実
存
在
す
る
と
い
う
主

張
を
正
当
化
す
る
哲
学
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
験
と
い
う
観
念
と
そ
の
同
類
は
根
絶
す
る
の
が
よ
り
い
っ
そ
う
困
難
な
の

で
あ
る
。
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こ
の
論
争
を
明
瞭
に
す
る
際
に
も
っ
と
も
あ
つ
か
い
に
く
い
問
題
は
、
デ
リ
ダ
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
基
本
的
な
出
発
点

と
し
て
い
る
デ
ネ
ッ
ト
が
「
意
識
」
が
現
実
存
在
す
る
こ
と
を
単
純
に
は
否
定
し
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
る
。
彼
ら
は
、
チ
ャ
ー
マ
ー

ズ
や
そ
の
他
の
人
々
が
こ
れ
ら
の
非
常
に
有
用
な
諸
概
念
に
付
随
さ
せ
る
形
而
上
学
へ
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
19
）。
も
ち
ろ

ん
、
人
間
は
自
身
の
経
験
に
つ
い
て
（
彼
ら
が
寝
て
お
ら
ず
、
昏
睡
状
態
に
な
く
、
た
と
え
ば
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
な
ど
、
何
か
他
の

こ
と
に
彼
ら
の
あ
ら
ゆ
る
注
意
を
向
け
て
い
な
い
と
き
に
は
）
意
識
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
験
の
う
ち
の
主
観
的
な
経
験
作
用

0

0

0

0

が
本

性
的
に
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
付
随
し
、
物
理
学
的
説
明
に
還
元
で
き
な
い
何
か
だ
と
言
い
添
え
る
と
き
、
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
あ
る
い
は
ト
ー

マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
や
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
と
い
っ
た
他
の
「
経
験
」
の
擁
護
者
た
ち
は
自
分
た
ち
が
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
デ
ネ
ッ
ト
あ
る
い
は
デ
リ
ダ
の
主
張
は
、チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
事
柄
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

が「
物
理
学
的
説
明
」（
そ

れ
自
体
で
ほ
と
ん
ど
何
も
意
味
し
な
い
悪
名
高
い
融
通
無
碍
な
観
念
）
に
還
元
で
き
る
と
い
う
主
張
で
は
な
く
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
が
あ
る
形
而
上
学
的
「
写
像
」
と
呼
ぶ
も
の
に
は
ま
り
込
ま
な
け
れ
ば
還
元
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
主
張
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
は
、
わ
れ
わ
れ
が
非
常
に
特
別
な
何
か
と
し
て
の
意
識
／
経
験
の
描
像
な
し
で
や
っ
て
い
く
こ
と
を
学
ぶ

と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
も
見
落
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
人
間
の
生
が
こ
れ
ま
で
通
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
よ
り
い
っ
そ
う

豊
か
で
リ
ア
ル
で
あ
り
続
け
る
と
気
づ
く
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
（
20
）。

　

こ
の
論
争
の
賭
け
金
は
、
近
年
の
分
析
哲
学
に
お
い
て
非
常
に
し
ぶ
と
く
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
「
ゾ
ン
ビ
問
題
」
の
な
か
で
鮮
明

に
表
れ
て
い
る
。
ゾ
ン
ビ
問
題
は
、
も
と
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
『
哲
学
探
究
』
の
四
二
〇
節
で
素
描
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
反
す
る
意
図
と
と
も
に
、
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
（1974

）
や
そ
の
他
の
人
々
（
影
響
力
の
あ
る
チ
ャ
ー

マ
ー
ズ
（1996

）
を
含
む
）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
周
り
の
す
べ
て
の
人
間
が
、
自
分
た
ち
の

行
為
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
「
意
識
」
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
普
段
通
り
の
人
間
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
「
自
動
人
形
」
で
あ
る
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と
想
像
す
る
よ
う
に
読
者
を
導
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
研
究
の
孤
立
の
な
か
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
想
像
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う

な
想
像
は
わ
れ
わ
れ
が
同
僚
の
存
在
と
一
緒
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
維
持
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
（
せ
い
ぜ
い
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
う
ち
に

「
不
気
味
な
」
感
じ
を
つ
く
り
だ
す
く
ら
い
だ
ろ
う
）
と
結
論
づ
け
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
は
、『
探
究
』
の
別

の
箇
所
で
彼
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
人
間
の
身
体
は
、
人
間
の
魂
の
最
良
の
描
像
で
あ
る
」（W

ittgenstein�1958,�178

〔
三
五
六

頁
〕）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、ネ
ー
ゲ
ル
と
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
、彼
ら
が
結
果
と
し
て
人
間
を
「
ゾ
ン
ビ
」（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
自
動
人
間
の
た
め
の
彼
ら
の
用
語
）
だ
と
確
か
に
想
像
で
き
る
と
い
う
事
実
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
対
し
て
明
白
な
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
変
化
し
な
い
ま
ま
で
も
、（
彼
ら
に
よ
れ
ば
）
わ
れ
わ
れ
が
人
間
を
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
想
像
で
き
る
と
い
う
事
実
が
、

意
識
／
経
験
に
関
し
て
た
ん
な
る
物
理
的
存
在
か
ら
絶
対
的
に
区
別
さ
れ
、
た
ん
な
る
物
理
的
存
在
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
な
い
何
か
が

あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
「
何
か
」
は
ゾ
ン
ビ
世
界
と
賢
き
人
間
世
界
の
あ
い
だ
の
あ
ら
ゆ
る
差
異

を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
デ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
に
意
識
／
経
験
に
つ
い
て
の
何
か
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

も
デ
ネ
ッ
ト
も
デ
リ
ダ
も
理
解
し
な
い
人
々
に
と
っ
て
は
「
わ
れ
わ
れ
は
み
な
ゾ
ン
ビ
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
こ
と
だ
と

捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
思
考
実
験
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
経
験
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
で
、
潜
在
的
に
「
精
神
主
義
的
な
」
基
礎

を
可
能
な
限
り
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
人
間
が
物
理
的
身
体
と
し
て
自
動
人
形
で
あ
る
の
に
加
え
て
全
能
の
〈
神
〉
に

保
証
さ
れ
る
超
自
然
的
な
魂
を
所
有
す
る
一
方
で
動
物
た
ち
は
端
か
ら
端
ま
で
自
動
人
形
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
と

と
も
に
彼
は
近
代
的
思
考
の
内
部
に
「
た
ん
に
物
理
的
な
」
世
界
の
恐
怖
を
導
入
し
た
。
魂
と
〈
神
〉
と
い
う
根
本
的
な
描
像
の
不
在

に
お
い
て
、
端
か
ら
端
ま
で
自
然

0

0

で
あ
る
世
界
を
黙
認
す
る
根
本
的
な
不
能
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
と
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル
ト

に
と
っ
て
の
そ
れ
と
同
じ
も
の
の
ま
ま
で
あ
る
。
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し
か
し
、
デ
ネ
ッ
ト
は
ゾ
ン
ビ
の
思
考
実
験
に
対
す
る
見
事
な
論
駁
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
み
な
リ
ア
ル
な
ゾ
ン
ビ
た
ち
が
「
虚

ろ
な
瞳
で
ブ
ツ
ブ
ツ
呟
い
て
は
、
足
を
引
き
ず
り
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
を
徘
徊
し
…
…
ダ
ン
ス
を
し
た
り
、
冗
談
を
言
う
こ
と
が
で
き
ず

…
…
た
だ
恐
ろ
し
く
て
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
様
子
を
し
て
い
る
だ
け
だ
」
と
知
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
哲
学
者
の
ゾ
ン
ビ
た
ち
は
リ
ア

ル
な
ゾ
ン
ビ
た
ち
で
は
な
い
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（D

ennet�1991,�72–73

〔
九
五
頁
〕）。
誰
も
こ
れ
ま
で
人
間
を
ゾ
ン
ビ
と
間
違
え

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
い
く
ら
か
の
哲
学
者
た
ち
に
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
事
実
は
ホ
ラ
ー
や
サ
イ
エ
ン
ス
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
映
画
作
家
た
ち
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
い
つ
も
自
分
た
ち
が
撮
影
す
る
ボ
デ
ィ
ス
ナ
ッ
チ
ャ
ー
ズ
や
人
間
の
見
か
け

を
し
た
エ
イ
リ
ア
ン
た
ち
の
行
動
が
（
愛
す
べ
き
ミ
ス
タ
ー
・
ス
ポ
ッ
ク
さ
え
）
少
な
く
と
も
僅
か
に
奇
妙
な
動
き
に
な
る
よ
う
に
気

を
配
っ
て
い
る
。
し
か
し
、哲
学
者
の
ゾ
ン
ビ
（
デ
ネ
ッ
ト
が
誤
解
を
減
じ
る
よ
う
に
ジ
ン
ボ
と
名
づ
け
直
す
よ
う
に
提
案
し
て
い
る
）

は
、
い
か
な
る
世
界
内
的
な
特
徴
づ
け
に
よ
っ
て
も
人
間
存
在
か
ら
絶
対
的
に
識
別
で
き
な
い
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

強
い
自
然
主
義
的
立
場
か
ら
み
て
、
意
識
と
は
、
他
の
人
間
と
と
も
に
あ
る
世
界
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
模
様
の
豊
か
な
撚

り
糸
の
幾
筋
を
わ
れ
わ
れ
が
痕
づ
け
る
た
め
の
一
つ
の
言
葉
、
概
念
で
あ
り
、
い
わ
く
言
い
難
い
も
の
へ
投
げ
つ
け
る
矢
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
が
、
人
間
の
生
命
を
、
そ
こ
に
意
識
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
人
間
の
生
命
と
し
て
想
像
で
き
て
し
ま
う
と
い

う
考
え
に
は
ま
っ
た
く
一
貫
性
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
意
識
の
本
性
＝
自
然
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
誤
解
の
純
粋
な
人
工
物

で
あ
り
、
西
洋
の
伝
統
の
内
で
通
俗
的
な
想
像
力
と
哲
学
的
な
想
像
力
の
双
方
を
見
事
に
か
ら
め
捕
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
ネ
ッ
ト
は
、
デ
リ
ダ
と
、
目
に
見
え
な
い
が
絶
対
的
に
不
可
侵
の
境
界
に
よ
っ
て
た
ん
な
る
世
界
内

性
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
主
観
的
な
内
面
性
の
特
別
な
質
は
な
い
と
い
う
考
え
を
共
有
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
デ
リ
ダ
が
言
う
よ

う
に
、「
触
れ
る
－
触
れ
ら
れ
る
経
験
は
［
た
と
え
ば
「
自
己
－
触
発
」、
純
粋
な
「
直
観
的
」
内
面
性
に
お
け
る
自
身
と
の
接
触
を
自

ら
つ
く
り
だ
す
こ
と
］、
第
三
者
的
な
世
界
を
認
め
る
」（D

errida�1976,�98
〔
上
四
七
─
四
八
頁
、
挿
入
引
用
者
〕）。
デ
ネ
ッ
ト
は
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同
じ
点
を
よ
り
抒
情
的
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
意
識
の
高
ま
っ
た
と
き
に
は
、
み
ず
か
ら
の
意
識
経
験

の
輝
か
し
い
豊
か
さ
に
驚
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
驚
い
て
し
ま
う
そ
の
豊
か
さ
は
、
実
際
に
は
、
そ
の

0

0

う
っ
と
り
す
る
よ

う
な
細
部
の
ど
こ
を
取
っ
て
も
、
外
的
世
界
の
豊
か
さ
な
の
で
あ
る
」（D

ennet�1991,�408

〔
四
八
二
─
四
八
三
頁
〕）。

　
　
　
　

心
と
物
質

　

ゾ
ン
ビ
論
争
が
示
す
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
以
来
、
動
物
性
と
人
間
性
の
区
別
に
お
い
て
究
極
的
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も

の
と
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
の
動
物
と
人
間
の
あ
い
だ
の
線
で
は
な
く
、
一
方
の
心
、
魂
、
精
神
、
意
識
、
経
験
な
ど
と
呼
ば
れ
る
〈
特

別
な
何
か
〉〔Special�Som

ething
〕
と
、
他
方
の
た
ん
な
る
物
理
性
〔physicality

〕
も
し
く
は
物
質
性
と
し
て
の
自
然
の
あ
い
だ

の
線
で
あ
る
。
ネ
ー
ゲ
ル
と
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
、
動
物
が
特
別
な
何
か
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
全
面
的
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
（
周

知
の
よ
う
に
、ネ
ー
ゲ
ル
は
コ
ウ
モ
リ
の
意
識
を
擁
護
し
た
し
、チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
は
任
意
の
組
織
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
、た
と
え
ば
サ
ー

モ
ス
タ
ッ
ト
が
意
識
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
に
至
っ
て
い
る
）。
し
か
し
、
彼
ら
は
な
お
も
意
識
が
形
而
上
学
的
に
判

別
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
全
面
的
に
自
然
主
義
的
で
あ
る
よ
う
な
立
場
の
内
部
に

さ
え
そ
の
よ
う
な
境
界
線
を
引
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
、
何
か
無
限
に
重
要
な
も
の
が
懸
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
（
21
）。

　

一
方
で
、
現
代
物
理
学
の
余
波
の
な
か
で
、
自
然
は
諸
々
の
力
の
場
へ
と
解
消
さ
れ
た
。
他
方
で
は
、
物
理
性
と
物
質
性
の
観
念
が
、

熱
烈
に
争
わ
れ
る
境
界
を
標
記
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
境
界
線
は
、
以
前
に
は
自
然
主
義
と
超
自
然
主
義
の
あ
い
だ
を
走
っ
て
い
た
。

い
ま
で
は
、（Chalm

ers�[1996,�1997]�

やCapra�[1991]�

の
よ
う
な
）
洗
練
さ
れ
た
「
弱
い
」
自
然
主
義
が
、
あ
る
重
要
な
点
で
超

自
然
主
義
と
手
を
組
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
22
）。
し
か
し
、
デ
ネ
ッ
ト
や
デ
リ
ダ
の
よ
う
な
強
い
自
然
主
義
者
は
、
そ
の
よ
う
な
結

託
を
許
容
し
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
結
託
の
中
に
、
深
く
、
潜
在
的
に
有
害
な
形
而
上
学
的
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
見
抜
く
。
こ
の
ノ
ス
タ
ル
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ジ
ー
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
強
い
自
然
主
義
が
捨
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
た
ん
な
る
物
質
性
と
い
う
観
念
に
関
す
る
何
か
と
、〔
同
じ

目
的
の
た
め
に
〕
こ
の
立
場
が
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
か
が
存
在
す
る
。
強
い
自
然
主
義
の
概
念
の
な
か
に
は
、
強
い
自
然
主

義
が
ピ
ュ
シ
ス

0

0

0

0

の
第
二
の
意
味
か
ら
第
三
の
意
味
へ
と
持
ち
越
す
、
あ
る
移
動
可
能
な
力0

な
い
し
価
値

0

0

が
あ
る
。
こ
の
価
値
を
正
確
に

同
定
し
、
脱
構
築
の
作
業
に
従
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
23
）。

　

デ
リ
ダ
は
こ
の
移
動
可
能
な
価
値
を
も
っ
と
も
頻
繁
に
形
而
上
学
的
な
「
現
前
」
と
同
一
視
し
て
き
た
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
現
前
の
価
値
は
最
終
的
に
は
自
己
－
現
前
す
る
意
識

0

0

の
価
値
で
あ
り
、
意
識
の
脱
構
築
は
わ
れ
わ
れ
を
心
身
問
題
の
深
み
へ
と

連
れ
て
行
く
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
精
神
－
物
質
も
し
く
は
意
識
－
物
理
性
の
対
立
の
デ
リ
ダ
に
よ
る
さ
ら
な
る
分
析
を
、

形
而
上
学
的
な
生
な
い
し
生
け
る
も
の
性
〔livingness

〕
と
形
而
上
学
的
な
死
、
た
ん
な
る
経
験
的
な
生
と
死
を
超
越
し
た
〈
生
〉

の
原
理
と
〈
死
〉
の
原
理
、
と
い
う
い
っ
そ
う
原
初
的
な
対
立
の
う
ち
に
追
跡
し
た
い
と
思
う
。
デ
リ
ダ
は
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ

い
て
』
に
お
い
て
、「
生
け
る
も
の
」
と
、
生
け
る
も
の
の
「
他
な
る
も
の
」、
つ
ま
り
生
き
て
い
な
い
も
の
一
般
と
の
区
別
を
、
二
元

論
的
形
而
上
学
の
根
本
形
式
と
同
一
視
し
て
い
る
が
（D

errida�1976,�244

〔
下
一
九
九
頁
〕）、後
者
〔「
他
な
る
も
の
」〕
は
「
世
界
」

や
「
痕
跡
の
時
－
空
」
─
─
す
な
わ
ち
、第
三
の
意
味
に
お
け
る
自
然
─
─
と
い
っ
た
等
価
な
語
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（D

errida�
1976,�290

〔
下
二
八
四
頁
〕）（
24
）。
形
而
上
学
的
な
〈
生
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
生
け
る
も
の
」
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
純

粋
な
自
己
現
前
で
あ
り
、
自
然
の
絶
対
的
に
他
な
る
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
な
〈
死
〉
は
、
こ
れ
と
対
応
し
て
、
自
然
に
宿
る
死

性
〔deadness

〕
の
絶
対
的
な
原
理
で
あ
り
、形
而
上
学
的
な
境
界
線
に
よ
っ
て
、自
然
を
〈
生
〉
と
し
て
の
本
来
性
に
お
け
る
〈
生
〉

の
原
理
か
ら
、
つ
ね
に
区
別
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。�

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
経
験
は
物
理
的
説
明
に
還
元
可
能
な
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
は
遠
回
り
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
彼
に
関
し
て
は
次
節
で
立
ち
戻
る
こ
と
に
す
る
）
が
「〈
存
在
〉
に
よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
た
」（
25
）「
唯
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一
の
表
面
」（
26
）
と
呼
ぶ
た
ん
な
る
ゾ
ン
ビ
的
な
自
然
と
、
ゾ
ン
ビ
的
な
自
然
に
対
し
て
深
さ
な
い
し
内
面
性
（
汎
心
論
的
に
一
般
化

さ
れ
う
る
内
面
性
）
の
次
元
、
つ
ま
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
伝
統
の
見
直
し
の
う
ち
で
〈
存
在
〉
の
次
元
を
与
え
る
何
か
他
の
も
の
と

の
あ
い
だ
の
区
別
に
は
何
か
深
く
重
要
な
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
感
覚
を
説
明
す
る
。
さ
ら
に
同
様
に
重
要
な
の
は
、
デ
リ
ダ
の
分
析

が
目
下
の
意
識
と
い
う
観
念
を
、
近
代
西
洋
哲
学
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
育
っ
た
思
考
、
す
な
わ
ち
、
さ
も
な
け
れ
ば
た
ん
な
る
自
動
機

械
の
世
界
で
あ
っ
た
よ
う
な
た
ん
に
生
き
て
い
る
も
の
を
生
へ
と
も
た
ら
す
超
越
的
な
〈
生
〉
の
息
吹
と
し
て
の
精
神
の
思
考
と
密
接

に
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

精
神
主
義
的
な
伝
統
か
ら
経
験
の
概
念
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
そ
の
移
動
可
能
な
価
値
は
、
つ
い
で
、
形
而
上
学
的
な
生
け
る
も
の
性

─
─
本
質
的
か
つ
絶
対
的
に
生
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
可
死
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
死
そ
の
も
の

0

0

0

0

に
は
動
じ
な
い
生
そ
の
も
の

0

0

0

0

─

─
の
価
値
で
あ
る
。
現
代
的
な
諸
々
の
精
神
主
義
は
、
人
間
と
動
物
の
境
界
や
（
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
に
よ
る
「
拡
張
さ
れ
た
心
」
と
い
う

観
念
の
擁
護
に
お
け
る
よ
う
に
）
主
観
的
な
「
内
部
」
と
世
界
内
的
な
「
外
部
」
の
境
界
を
省
略
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
き
で
さ

え
、
こ
の
〈
生
の
原
理
〉
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
対
応
し
て
、
脱
構
築
的
な
自
然
主
義
は
、
霊
／
魂
／
精
神
／
意
識

経
験
と
の
相
互
排
除
の
関
係
の
中
に
現
実
存
在
す
る
形
而
上
学
的
な
死
と
し
て
の
死
せ
る
物
質
性
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
な
概
念
の
特
定

の
力
な
い
し
価
値
を
放
っ
て
お
く
の
と
同
時
に
、
そ
の
古
代
の
意
味
に
お
け
る
自
然
、
物
理
性
、
物
質
性
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
〈
死
の

原
理
〉
を
、
ポ
ス
ト
脱
構
築
的
な
自
然
の
概
念
へ
と
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
は
〈
生
〉－〈
死
〉、〈
精
神
〔Geist

〕〉－
物
質
の
二
分
法
か
ら
逃
走
す
る
手
段
と
し
て

「
憑
在
〔haunting

〕」
と
「
亡
霊
〔the�specter

〕」
と
い
う
観
念
を
つ
く
り
出
し
、
こ
れ
ら
の
二
分
法
の
後
者
の
語
を
脱
構
築
の
作

業
に
委
ね
た
。
デ
リ
ダ
は
こ
こ
で
、
思
考
は
「
そ
の
も
の

0

0

0

0

と
し
て
の
生
以
前
、
そ
の
も
の

0

0

0

0

と
し
て
の
死
以
前
に
」（D

errida�1994,175

〔
三
五
八
頁
〕）
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
亡
霊
は
「
魂
で
も
身
体
で
も
な
く
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
る
」（D

errida�1994,�6

〔
二
七
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頁
〕）
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
亡
霊
は
、「
精
神
［
…
］
や
観
念
あ
る
い
は

た
ん
に
思
考
な
の
で
は
な
く
」、
亡
霊
は
「
身
体
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
」（D

errida�1994,�141

〔
二
九
四
頁
〕）
と
い
う
理
由
か
ら
、

精
神
と
は
区
別
さ
れ
る
。
物
質
が
非
物
質
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
（
マ
ル
ク
ス
の
話
す
テ
ー
ブ
ル
の
幻
想
の
例
に
お
け
る
）
逆
転

現
象
も
ま
た
、
物
質
性
へ
と
跳
ね
返
っ
て
い
く
。「「〈
テ
ー
ブ
ル
－
物
〉」
を
生
気
づ
け
る
精
神
、
魂
、
生
」
は
、「
ヒ
ュ
レ
ー
の
不
透

明
で
重
い
物
性
の
な
か
に
、
そ
の
木
質
の
身
体
の
生
気
な
き
厚
み
に
」（D

errida�1994,�153

〔
三
一
八
頁
〕）
囚
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
し
て
、〈
テ
ー
ブ
ル
－
物
〉
の
生
気
づ
け
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
精
神
主
義
的
な
ゾ
ン
ビ
（
な
い
し
ジ
ン
ボ
）
の
悪
夢
を
呼
び
起
こ
す
。

生
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
〈
物
〉
の
「
自
律
」
は
、
精
神
主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
自
動
性
の
仮
面
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
仮
面
ひ
い
て
は
、
兜
の
下
に
い
か
な
る
生
き
た
眼
差
し
も
隠
し
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
を
つ
ね
に
も
っ
た
バ
イ
ザ
ー
で
し
か
な

く
な
っ
て
し
ま
う
」（D

errida�1994,�153
〔
三
一
八
頁
〕）。

　

憑
在
と
亡
霊
の
観
念
は
、
脱
構
築
を
死
せ
る
物
質
の
問
題
へ
と
は
っ
き
り
接
続
す
る
も
の
な
の
だ
が
、『
亡
霊
た
ち
』
に
お
け
る
デ

リ
ダ
の
力
ず
く
の
〔tour�de�force

〕
読
解
の
外
部
で
は
、
そ
の
脱
構
築
的
な
い
し
哲
学
的
道
具
と
し
て
の
価
値
は
疑
わ
し
い
。
と
い

う
の
も
、
そ
れ
ら
は
脱
構
築
的
な
言
語
か
ら
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
こ
の
言
語
へ
と
導
入
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
そ
れ

ゆ
え
、
憑
在
と
亡
霊
の
観
念
は
、（
デ
ネ
ッ
ト
の
「
ジ
ン
ボ
た
ち
」
が
そ
う
す
る
こ
と
を
目
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
）
明
確
に

は
正
体
の
わ
か
ら
な
い
生
気
づ
け
ら
れ
た
物
質
の
幻
影
へ
の
精
神
主
義
的
＝
心
霊
主
義
的
な
恐
怖
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
（
27
）。

　

デ
リ
ダ
の
概
念
的
武
器
庫
の
中
で
、
も
っ
と
も
効
果
的
か
つ
頻
繁
に
再
反
覆
さ
れ
て
い
る
道
具
は
、
む
し
ろ
、
技
術

0

0

、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ

0

0

0

0

0

0

ス
ム

0

0

、
人
工
補
綴

0

0

0

0

、
機
械
性

0

0

0

と
い
っ
た
諸
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
反
復

0

0

お
よ
び
反
覆

0

0

と
い
う
脱
構
築
的
な
概
念
の
創
設
に
伴
う
も

の
で
あ
り
、
後
者
〔
反
覆
〕
を
物
質
性
の
問
題
構
成
に
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
機
械
性
は
物
質
性
の
根
本
原
理
だ
が
、
物
質
に
埋

め
込
ま
れ
る
必
要
は
な
い
。
精
神
の
霊
性
〔affatus

〕
を
必
要
と
し
な
い
反
復
運
動
の
あ
る
と
こ
ろ
な
ら
ど
こ
に
で
も
（
た
と
え
ば
、
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デ
ネ
ッ
ト
が
進
化
の
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
な
」
操
作
と
呼
ぶ
も
の
に
、
あ
る
い
は
記
号
の
反
復
に
）、
機
械
が
存
在
す
る
。
機
械
性
は
、

死
せ
る
物
質
に
お
い
て
死
せ
る
も
の
を
も
っ
と
も
深
く
（
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
を
超
え
て
）
表
象
す
る
、
精
神
主
義
的
な
〈
生
の
原

理
〉〔Life�Principle

〕
と
調
停
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
理
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、「
署
名�

出
来
事�

コ
ン
テ
ク
ス
ト
」

に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
反
覆
可
能
な
印
な
い
し
記
号
を
、
そ
れ
が
エ
ミ
ッ
タ
ー
の
不
在
の
な
か
で
機
能
し
続
け
、「
究
極
の
権
威

と
し
て
の
意
識

0

0

か
ら
［
…
］
切
り
離
さ
れ
た
」「
あ
る
種
の
機
械
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
非
難
し
た
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（D

errida�
1977,�180–81

〔
二
四
二
─
二
四
三
頁
〕）。「
プ
ラ
ト
ン
の
パ
ル
マ
ケ
イ
ア
ー
」
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
着
想
に
お
い
て
、
書
か
れ
た
印
が

そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
内
部
」
が
、
デ
リ
ダ
に
よ
っ
て
、
意
識
の
形
而
上
学
的
価
値
の
根
本
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
な

仕
方
で
、「
心
的
な
生0

の
自
然
発
生
的
・
土
着
的
な
運
動
」（D

errida�1981,�104

〔
一
六
二
頁
〕
強
調
は
引
用
者
）
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
「
生
気
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
」、
た
ん
に
「
機
械
的
」
で
あ
る
よ
う
な
「
記
憶
補
助
装
置
」、「
自
己
自
身
に

現
前
す
る
か
ぎ
り
で
の
心
的
な
生0

」の
聖
域
に
侵
入
す
る「
人
工
補
綴
」を
表
象
す
る（D

errida�1981�105

〔
一
六
四
頁
〕;�108

〔
一
六
九

頁
〕。
強
調
は
引
用
者
）。
こ
の
よ
う
に
、「
哲
学
の
主
要
な
決
定
、
哲
学
が
そ
れ
を
通
じ
て
そ
の
深
み
に
お
い
て
自
身
を
維
持
す
る
決
定
」

（D
errida�1981,�111

〔
一
七
四
頁
〕）
は
、
パ
ロ
ー
ル
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
あ
い
だ
で
、
ム
ネ
ー
メ
ー
と
ヒ
ュ
ポ
ム
ネ
ー
シ
ス
の
あ

い
だ
で
使
い
果
た
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
こ
と
な
の
だ
。
す
な
わ
ち
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ

い
て
』
が
「
生
き
も
の
と
そ
の
他
な
る
も
の
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
あ
い
だ
の
、
本
質
的
に

0

0

0

0

生
き
て
い
る
も
の
の
自
発
的
な
運
動
と
、
本0

質
的
に

0

0

0

死
ん
で
い
る
も
の
の
反
復
的
で
機
械
的
な
運
動
の
あ
い
だ
の
、
根
底
的
な
対
立
と
い
う
観
点
か
ら
、
で
あ
る
。

　

テ
ュ
ポ
イ
─
─
死
ん
だ
、
反
復
可
能
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
印
─
─
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
心
的
な
内
部
の
純
粋
な
生
動
性
を

傷
つ
け
る
も
の
だ
が
、
デ
リ
ダ
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ピ
ュ
シ
ス

0

0

0

0

の
第
一
の
意
味
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
第
三
の
意

味
で
自
然
的

0

0

0

＝
物
理
的

0

0

0

〔physical

〕
で
あ
り
、
こ
の
物
理
性
は
〈
死
の
原
則
〉
を
含
意
し
て
い
る
。
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�T
upoi�

は
代
理
物
で
あ
る
と
、
す
な
わ
ち
不
在
の
心
的
な
も
の
を
物
理
的
に
代
補
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
概
念
上
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ

ズ
ム
な
し
に
［
…
］
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。［
…
］
書
か
れ
た
痕
跡
は
生
き
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、そ
れ
は
も
は
や
ピ
ュ

シ
ス
の
秩
序
に
属
し
て
さ
え
い
な
い
、と
。［
…
］ム
ネ
ー
メ
ー
の
う
ち
で
は
ピ
ュ
シ
ス
と
プ
シ
ュ
ケ
ー
と
は
対
立
し
な
い
の
だ
が
、

書
か
れ
た
痕
跡
は
、
そ
う
し
た
ム
ネ
ー
メ
ー
の
自
然
で
自
律
的
な
組
織
に
暴
力
を
は
た
ら
く
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
ピ
ュ
シ
ス
に

所
属
す
る
と
し
て
も
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
う
よ
う
に
、［
…
］
ピ
ュ
シ
ス
の
真
理
は
地
下
納
骨
堂
に
退
避
す
る
こ
と
を
好
む

と
い
う
、
そ
う
し
た
必
然
的
な
運
動
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。（D

errida�1981,�105

〔
一
六
三
頁
〕）

　

デ
リ
ダ
は
、ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
を
文
字
通
り
翻
訳
し
て
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
に
関
係
す
る
ピ
ュ
シ
ス
は
、そ
の
「
ク
リ
プ
ト
」

を
通
じ
て
自
然
の「
必
然
的
な
運
動
」を
巻
き
込
む
と
述
べ
る
。Physis kryptesthai philei 

は
、通
常「
自
然
は
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
」

と
訳
さ
れ
る
が
、kryptesthai

（
隠
れ
る
、
隠
蔽
す
る
）
と
い
う
動
詞
は�crypt 

と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
含
ん
で
お
り
、
デ
リ
ダ
は

こ
の
利
点
を
、
プ
ラ
ト
ン
が
排
除
し
た
が
っ
て
い
る
死
の
原
理
を
呼
び
起
こ
す
た
め
に
利
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
リ
ダ
は
、
わ
れ

わ
れ
が
ピ
ュ
シ
ス

0

0

0

0

を
、
そ
の
本
質
的
な
本
性
＝
自
然
の
う
ち
に
ピ
ュ
シ
ス
の
「
必
然
的
な
運
動
」
と
し
て
の
死
を
包
含
す
る
も
の
と
し

て
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、「
物
理
的
な
も
の
」
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
特
徴
づ
け
を
受
け
入
れ
る
だ
ろ
う
。�

　

物
質
性
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
死
を
意
味
し
続
け
る
。
し
か
し
、
生
と
死
の

あ
い
だ
の
相
互
排
除
的
な
形
而
上
学
的
境
界
が
い
ち
ど
破
ら
れ
る
と
、
物
質
性
は
生
が
回
帰
す
る
生
以
外
の
も
の
〔the�other-than-

life

〕
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
と
同
時
に
、
実
際
に
生
き
て
い
る
生
、
生
を
も
た
ら
す
精
神
の
超
越
的
な
息
吹
を
必
要
と
し
な
い
生
を
も

た
ら
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
も
把
握
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
と
と
も
に
、
生
は
物
質
の
内
で
「
潜
勢
的
で
あ
る
」〔potential

〕
と
言
う
べ

き
な
の
だ
ろ
う
か
。
生
が
物
質
の
内
で
潜
勢
的
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
生
は
あ
る
非
常
に
不
明
瞭
な
仕
方

で
す
で
に
そ
こ
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
を
汎
心
論
へ
と
引
き
戻
す
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

強
い
自
然
主
義
的
見
解
─
─
デ
リ
ダ
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
─
─
は
、
正
し
い
仕
方
で
組
織
さ
れ
た
物
質
は
生
を
も
た
ら
す
と
主
張
す

る
の
だ
が
、
生
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
物
質
の
な
か
に
隠
れ
て
い
て
、
た
だ
お
の
れ
の
姿
を
現
す
の
を
待
ち
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
否
定
す
る
。
木
は
種
に
お
い
て
潜
在
的
で
あ
る
と
か
、
彫
像
は
芸
術
家
の
心
理
に
お
い
て
潜
在
的
で
あ
る
、
と
い
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
潜
在
性
＝
可
能
態
と
、
生
は
物
質
の
可
能
性
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
仕
方
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な
る
ア
ナ
ロ

ジ
ー
も
な
い
。
生
は
物
質
性
の
可
能
性
で
あ
る
が
、物
質
性
が
も
た
ら
す
こ
と
が
正
常
で
あ
る
〈
潜
在
的
な
も
の
〉
と
し
て
で
は
な
く
、

ほ
と
ん
ど
あ
り
そ
う
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

可
能
性
と
し
て
そ
う
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
規
則
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
は
る
か
に
例
外
な
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
こ
と
を（
デ
リ
ダ
が
一
度
な
ら
ず
引
用
し
た
注
釈
の
な
か
で
）き
わ
め
て
厳
密
に
書
き
表
し
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、

死
は
生
に
対
立
し
た
も
の
だ
な
ど
と
言
わ
ぬ
こ
と
に
し
よ
う
。
生
け
る
も
の
は
死
せ
る
も
の
の
一
種
類
に
す
ぎ
な
い
、
し
か
も
非
常
に

稀
な
一
種
類
な
の
だ
」（N

ietzsche�1974,�168

〔
二
〇
一
頁
〕）。

　
〈
特
別
な
何
か
〉
の
想
像
的
な
牽
引
力
の
な
か
に
い
る
限
り
、
こ
の
見
解
は
非
常
に
暗
い
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
こ
の
見
解
を
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
対
す
る
彼
の
「
巨
大
で
無
際
限
な
、〈
然
り
〉
と
ア
ー
メ
ン
」（
28
）
の
機
会
だ

と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
デ
リ
ダ
は
、
こ
の
無
制
約
に
然
り
と
言
う
こ
と
〔yes-saying

〕
を
固
守
す
る
と
い
う
点
で
、
も
っ
と
も
忠

実
な
ニ
ー
チ
ェ
主
義
者
な
の
で
あ
る
。
芸
術
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
一
般
は
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
従
う
か
、
も

し
く
は
（
と
り
わ
け
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
よ
う
に
（
29
）
同
じ
肯
定
─
─
そ
の
本
質
は
本
稿
の
冒
頭
に
記
し
た
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
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ン
ス
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
─
─
へ
の
独
自
の
道
筋
を
見
つ
け
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
精
神

　

デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
と
そ
の
派
生
物
で
あ
る
一
元
論
的
唯
物
論
を
超
え
て
い
く
デ
リ
ダ
の
歩
み
は
、
同
じ
敵
対
者
を
乗
り
越
え
よ

う
と
す
る
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
み
を
超
え
て
い
く
歩
み
で
も
あ
り
、
ま
た
、
後
の
デ
リ
ダ
の
『
精
神
に
つ

い
て
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
わ
れ
わ
れ
を
動
物
性
の
問
題
へ
と
連
れ
戻
す
。
デ
リ
ダ
は
、
近
接
性
と
固
有
の
も
の
〔the�

proper

〕
と
い
う
観
念
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
信
頼
を
、
長
き
に
わ
た
っ
て
批
判
し
て
き
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
は

存
在
神
論
の
全
体
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
学
の
伝
統
に
と
っ
て
、
精
神
が
い
か
に
し
て
自
己
自
身
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
と
な
っ

た
の
か
、
い
か
に
し
て
存
在
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
も
し
く
は
そ
こ
へ
と
集
め
ら
れ
る
原
理
と
な
っ
た
の
か
を
示
す
と
き
、『
精
神
に
つ

い
て
』
に
お
け
る
批
判
は
最
高
潮
へ
と
高
ま
る
（D

errida�1991,�76

〔
一
二
六
頁
〕;�106

〔
一
七
八
頁
〕）。
デ
リ
ダ
が
述
べ
る
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
世
界

0

0

の
概
念
は
「
精
神
の0

概
念
以
外
の
何
も
の
で
も
な
」
く
（D

errida�1991,�51

〔
八
五

頁
〕）、
そ
れ
ゆ
え
動
物
は
「
世
界
が
貧
し
い
」
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
る
と
き
、
こ
の
こ
と
は
動
物
は
「
精
神
が
貧
し
い
」
と
い
う
こ
と

を
も
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
用
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
物
学
主
義
を
避
け
よ
う
と
す
る

彼
の
試
み
に
お
い
て
「
特
定
の
人
間
中
心
主
義
的
な
い
し
人
間
主
義
的
で
さ
え
あ
る
目
的
論
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る

（D
errida�1991,�55

〔
九
二
頁
〕）。
デ
カ
ル
ト
主
義
と
は
ち
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
動
物
を
た
ん
な
る
物
質
性
の
領
域
へ
と
追
放
す

る
こ
と
は
し
な
い
。
動
物
は
精
神
を
全
面
的
に
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
精
神
が
貧
し
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
譲

歩
は
、
人
間
性
と
動
物
性
の
あ
い
だ
の
境
界
線
を
捻
じ
曲
げ
る
一
方
で
、
そ
の
効
力
を
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
決
定
的
な
仕
方
で
保
持
す

る
。
実
際
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
別
の
場
所
で
、「
生
き
て
い
る
動
物
か
ら
話
す
動
物
へ
の
跳
躍
は
、
生
命
な
き
石
か
ら
生
物
へ
の
跳
躍
よ
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り
も
ま
っ
た
く
同
じ
く
ら
い
に
は
大
き
い
、
あ
る
い
は
も
っ
と
大
き
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
デ
リ
ダ
に
よ
る
〔
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
〕

引
用�D

errida�1991,�53

〔
八
九
頁
〕）（
30
）。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ビ
ア
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
デ
リ
ダ
は
生
と
機
械
性
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
ニ
ー
チ
ェ
批
判
を
参
照
し
つ
つ
鋭
く
論
じ
て
い
る
。
ビ
ア
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
デ
リ
ダ
に
対
し
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
生
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
は
対
照
的
に
「
生
の
諸
力
の
諸
差
異
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
「〈
存
在
〉
と
人
間
性
の
両
方
に
先
行
す
る
」
も

の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
問
う
た
（D

errida�2002,�244

）。
デ
リ
ダ
の
返
答
は
以
下
で
あ
る
。

　
　

�

あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
は
、
実
際
、
ピ
ュ
シ
ス

0

0

0

0

と
テ
ク
ネ
ー

0

0

0

0

の
対
立
を
解
き
ま
す
。
自
己
－
関
係
と
し
て
、
能
動
性
と
反
動
性
と
し

て
、
差
異
的
な
力
、
そ
し
て
反
復
と
し
て
、
生
は
つ
ね
に
す
で
に
技
術
化
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ピ
ュ
シ
ス

0

0

0

0

と
技

術
の
あ
い
だ
の
関
係
は
対
立
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
は
じ
め
か
ら
道
具
化
は
あ
り
、
反
復
の
補
綴
的
戦
略
は
生
の
契
機
そ
の
も
の
に

宿
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
生
は
自
己
－
代
替
の
一
つ
の
過
程
で
あ
り
、
生
の
伝
承
は
メ
カ
ニ
ケ
ー

0

0

0

0

0

、
技
術
の
一
形
式
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
技
術
は
生
に
対
立
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
の
は
じ
め
か
ら
生
に
取
り
憑
い
て
い
ま
す
。
い
ま
や
、

ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
確
か
に
技
術
と
生
の
対
立
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
疑
い
な
く
ニ
ー
チ
ェ
を
通
し
て

0

0

0

技
術
を
再
考

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。（D

errida�2002,�244

）

こ
の
発
言
は
、『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
か
ら
「
署
名�

出
来
事�
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
を
通
じ
て
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
に

至
る
ま
で
の
デ
リ
ダ
の
膨
大
な
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
思
想
を
要
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
精
神
－
物
質
の
対
立
は
直
接
的

に
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ピ
ュ
シ
ス
－
テ
ク
ネ
ー
は
そ
れ
と
同
様
の
問
い
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
物
質
－
機
能
は
テ
ク
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ネ
ー
、
つ
ま
り
形
而
上
学
の
内
部
に
お
け
る
生
の
反
定
立
で
あ
る
不
活
性
な
物
質
性
の
機
械
的
、
自
動
的
、
反
復
的
な
動
き
へ
と
、
ま

た
、
精
神
－
機
能
は
ピ
ュ
シ
ス
、
す
な
わ
ち
、
物
理
学
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
物
質
的
自
然
で
は
な
く
、
い
ま
一
度
、
自
己
現
前
と
自

己
触
発
の
自
発
的
な
原
理
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
死
を
退
け
る
自
発
的
な
生
を
指
す
自
然
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
て
い
る
。

本
質
的
に
生
け
る
精
神
主
義
的
な
生
と
本
質
的
に
死
せ
る
唯
物
論
的
な
物
質
の
両
方
が
拒
絶
さ
れ
る
の
だ
が
、「
反
復
の
補
綴
的
戦
略

は
生
の
契
機
そ
の
も
の
に
宿
る
」（
上
に
引
用
し
た
一
節
に
お
い
て
デ
リ
ダ
が
語
る
よ
う
に
）
と
い
う
考
え
は
、
機
械
的
な
物
理
性
の

死
の
原
理
を
生
の
原
理
の
中
核
に
据
え
る
。

　

こ
れ
は
非
常
に
困
難
な
思
考
で
あ
り
、
哲
学
の
言
語
を
ほ
と
ん
ど
堪
え
が
た
い
ほ
ど
責
め
さ
い
な
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
た

し
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
然
主
義
者
に
よ
る
精
神
へ
の
攻
撃
と
い
う
哲
学
的
な

0

0

0

0

力
を
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
の
裏
面
に
至
る
ま
で
貫

徹
す
る
こ
と
の
難
し
さ
に
対
し
て
は
、た
だ
こ
の
思
考
だ
け
が
適
し
て
い
る
の
で
あ
る
。デ
リ
ダ
の
脱
構
築
に
特
有
の
決
定
的
な
ス
テ
ッ

プ
と
は
、
ま
ず
は

0

0

0

本
質
的
な
生
動
性
と
本
質
的
な
死
と
い
う
反
定
立
の
両
極
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
正
確
に
言
え
ば
、
両
者
を

つ
ね
に
分
断
し
て
き
た
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
形
而
上
学
的
な
境
界
を
と
も
に
通
過
さ
せ
る
べ
く
、
両
者
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
力
の
う

ち
に
保
持
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歩
み
を
進
め
る
こ
と
は
、
生
が
実
際
に
は
非
活
性
な
物
質
性
の
運
動
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
考
え
を
消
し
去
る
も
の
で
あ
る
。
生
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
現
世
的
な
現
実
性
に
お
い
て
生
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
生
の
心

臓
の
鼓
動
そ
の
も
の
は
生
の
「
他
者
」
で
あ
り
、
無
意
識
的
な
メ
カ
ニ
ケ
ー
で
は
あ
る
。
精
神
と
物
質
の
形
而
上
学
的
な
反
定
立
の
裏

面
で
〈
精
神
〔G

eist

〕〉
は
自
然
に
属
す
る
と
語
る
こ
と
は
、
自
然
を
神
秘
化
す
る
＝
精
神
化
す
る
〔spiritualise

〕
こ
と
で
は
な
く
、

唯
物
論
と
観
念
論
が
合
意
す
る
形
而
上
学
的
な
深
淵
を
否
定
す
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
自
然

へ
の
人
間
性
の
再
書
き
込
み
で
あ
る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
と
と
も
に
言
わ
な
い
理
由
は
な
い
。
自
然
主
義
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
も

の
と
し
て
の
〈
精
神
〉
は
、
そ
の
本
質
の
深
奥
に
、
本
質
的
に
は
〈
精
神
〉
で
は
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
本
質
的
に
非
〈
精
神
〉
で
あ
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る
も
の
を
住
ま
わ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
逆
説
も
還
元
も
な
い
。
と
い
う
の
も
還
元
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
思
考
に
よ
っ
て
還
元
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
自
然
主
義
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
精
神
主
義
的
な
不
安
の
基
底
を
な

し
て
い
る
、
も
う
一
つ
の
不
可
避
の
還
元
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
、
修
正
さ
れ
た
形
態

に
お
け
る
〈
死
の
原
理
〉
を
デ
リ
ダ
が
物
質
性
の
観
念
の
う
ち
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
か
せ
て
き
た
当
の
還
元
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
「
お
前
は
自
然
に
対
し
て
死
の
借
り
が
あ
る
」

　

リ
ル
ケ
は
、
ロ
ダ
ン
に
関
す
る
驚
く
べ
き
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
ポ
ス
ト
脱
構
築
的
な
自
然
概
念
を
詩
的
な
仕
方
で
喚
起
し
て
い
る
。

　
　

�

か
つ
て
心
を
震
わ
せ
た
す
べ
て
の
幸
福
、
変
化
す
る
広
大
な
思
想
の
一
つ
、
そ
う
い
う
も
の
が
た
だ
唇
を
す
ぼ
め
る
こ
と
や
眉
を

あ
げ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
り
、
額
の
上
の
陰
っ
た
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
瞬
間
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
口
の

ま
わ
り
の
こ
の
筋
、
瞼
の
上
の
こ
の
線
、
顔
の
上
に
あ
る
こ
の
暗
さ
─
─
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
は
動
物
の
肌
の
上
に
あ
る
模
様
や
、

岩
の
中
に
あ
る
襞
や
、
果
実
の
表
面
に
あ
る
凹
み
な
ど
と
ま
っ
た
く
同
様
、
つ
ね
に
存
在
し
て
い
た
の
で
す
…
…
。

　
　

�

あ
る
の
は
種
々
様
々
に
動
か
さ
れ
変
化
し
て
い
る
た
だ
た
ん
に
一
つ
の
表
面
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。

（Rilke�2004,�70–71

〔
八
七
頁
〕）

し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
や
リ
ル
ケ
、
そ
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
語
る
と
こ
ろ
の
生
け
る
身
体
、
表
現
的
な
身
体
と
は
、「
た
だ

た
ん
に
」
不
活
性
な
要
素
で
は
な
い
と
し
て
も
、
不
可
避
的
に
死
に
至
る
も
の
、
こ
れ
ら
の
〔
不
活
性
な
〕
要
素
に
分
解
さ
れ
る
も
の
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で
あ
る
。
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
な
誠
実
性
〔probity

〕
の
本
質
と
は
、
こ
の
分
解
を
免
れ
る
い
か
な
る
精
神
そ
れ
自
体

0

0

0

0

0

0

も
な

い
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
脱
構
築
的
な
自
然
主
義
な
い
し
唯
物
論
は
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
お
よ
び
ル

ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
そ
れ
と
合
流
す
る
。
そ
し
て
不
活
性
な
要
素
が
物
理
科
学
の
主
題
で
あ
り
、
精
神
が
身
体
に
関
す
る
何
事
か
を
表
す

語
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
精
神
は
〔
不
活
性
な
要
素
と
〕
同
じ
世
界
、
つ
ま
り
、
リ
ル
ケ
の
奇
想
に
お
い
て
科

学
が
探
究
す
る
と
こ
ろ
の
「
単
一
の
表
面
」
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
単
一
の
表
面
は
、
空
を
切
っ
て
飛
ぶ
原
子
や
ガ
ル

ヴ
ァ
ー
ニ
電
気
に
よ
る
痙
攣
（
32
）
と
い
っ
た
本
当
に
実
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

〔really real

〕
す
る
唯
一
の
事
物
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
、

唇
を
す
ぼ
め
た
り
眉
を
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
描
か
れ
る
軌
跡
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
お
い
て
、
物
理
科
学
が
研
究
す
る
自
然

的
な
要
素
へ
の
還
元
が
再
び
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

差
延
と
し
て
の
自
然
は
精
神
そ
れ
自
体
を
そ
の
深
く
秘
め
ら
れ
た
内
部
に
お
い
て
苛
む
死
の
原
理
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
境
界
も
内

部
を
痕
跡
の
時
－
空
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
と
は
、
わ
た
し
が
一
九
八
四
年
に
「
構
成
的
外
部
」

（Staten�1984,�15–19

）
と
呼
ん
だ
も
の
の
も
う
一
つ
の
名
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
倫
理
－
政
治
的
に
も
っ
と
も
不
可
欠
な
名
な
の
で

あ
る
。

　

脱
構
築
的
な
い
し
ポ
ス
ト
脱
構
築
的
な
自
然
主
義
に
は
、
精
神
主
義
に
も
一
元
論
的
唯
物
論
に
も
想
像
の
及
ば
な
い
考
え
方
が
含
ま

れ
て
い
る
。
思
う
に
、
サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
ン
デ
ニ
ン
グ
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
正
し
く
有
し
て
い
る
。
彼
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
と
デ
リ
ダ
を
と
も
に
用
い
て
「
他
者
と
と
も
に
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
「
首
尾
よ
く
自
然
主
義
的
な
」
説
明
を
提
供
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
古
典
的
な
人
間
主
義
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
人
間
主
義
の
両
方
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
た
ん
に
懐
疑
主
義
的
な
も
の

で
も
な
い
（
33
）。
彼
は
自
然
主
義
的
思
考
の
近
代
的
な
諸
形
式
が
要
求
す
る
概
念
的
な
変
形
の
本
性
＝
自
然
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
重

要
な
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
変
形
の
条
件
を
満
た
す
う
え
で
中
心
的
な
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役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
が
よ
り
論
争
的
に
示
唆
し
た
い
の
は
、
デ
リ
ダ
の
自
然
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に

含
意
さ
れ
て
い
る
も
の
を
デ
リ
ダ
自
身
の
了
解
す
る
と
こ
ろ
を
超
え
て
理
解
す
る
こ
と
を
望
む
研
究
者
は
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
の

仕
事
に
も
向
き
合
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
は
、
あ
る
と
こ
ろ
で
彼
自
身
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
科
学
的
な
参
照
項

の
使
用
に
関
し
て
つ
ね
に
「
控
え
め
か
つ
慎
重
」
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、こ
れ
ら
の
参
照
項
の
い
く
つ
か
に
は
膨
大
な
含
意
が
あ
り
、

こ
れ
ら
の
含
意
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
こ
れ
ら
の
共
鳴
の
い
く
つ
か
に
本
質
的
な
光
を
当
て

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
開
い
た
問
い
─
─
心
、
意
識
、
精
神
は
、
い
か
に
し
て
非
生
物
か
ら
生
じ
た
の
か
─
─
は
、
ほ

と
ん
ど
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
は
ま
さ
し
く
こ
の
問
い
に
関
し
て
か
く
も
重
要
な
仕
事
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

デ
リ
ダ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
─
─
そ
の
自
然
主
義
的
な
推
し
進
め
方
は
と
も
か
く
─
─
デ
ネ
ッ
ト
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
目

的
を
有
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
の
目
的
は
、
人
間
の
心
を
科
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
意
識
の
自
然
化
さ
れ
た
着
想
か
ら
出
発

0

0

0

0

し
て

0

0

、
哲
学
の
言
語
に
対
す
る
そ
の
も
っ
と
も
衝
撃
的
な
含
意
を
追
求
し
、
倫
理
、
人
権
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
彼
が
後
の
著
作
で
と

き
に
信0

〔faith

〕
と
呼
ん
だ
も
の
の
新
た
な
言
語
を
鍛
え
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
信
、そ
れ
は
伝
統
的
な
哲
学
的
言
説
の
観
念
論
的
、

精
神
主
義
的
〔m

entalist

〕、
心
霊
主
義
的
〔spiritist
〕
諸
前
提
に
よ
っ
て
は
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
肯
定
的
な
未
来
－
志
向

の
思
考
の
ポ
ス
ト
－
ニ
ー
チ
ェ
主
義
的
で
非
－
宗
教
的
な
倫
理
－
政
治
的
形
式
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
の
仕
事
は
、
確
か
に
脱
構
築
と
全

面
的
に
調
停
可
能
な
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
体
現
す
る
中
心
的
な
洞
察
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
独
自
の
裏
付
け
を
与
え
て
く
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。



デ
リ
ダ
、
デ
ネ
ッ
ト
、
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

79

註

（
1
）�［
訳
註
］
英
語
の
「
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
ム�spiritism

」
に
は
哲
学
的
な
「
唯
心
論
」
だ
け
で
な
く
「
心
霊
主
義
」
の
含
意
が
あ
る
。

ス
テ
ー
テ
ン
は
こ
の
語
で
伝
統
的
な
哲
学
が
心
、
意
識
、
精
神
、
魂
を
物
質
や
身
体
に
対
し
て
特
権
視
す
る
あ
ら
ゆ
る
傾
向
を

と
り
ま
と
め
つ
つ
、
冒
頭
の
ニ
ー
チ
ェ
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
引
用
や
、
デ
リ
ダ
の
「
亡
霊
」
や
デ
ネ
ッ
ト
の
「
ジ
ン
ボ
」
と

い
っ
た
議
論
を
重
ね
合
わ
せ
る
な
か
で
、
哲
学
的
「
精
神
主
義
＝
心
霊
主
義�spiritism

」
の
不
気
味
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る

と
言
え
る
。
本
稿
で
は
表
記
が
煩
雑
に
な
る
た
め
、
基
本
的
に�spiritism

�

を
「
精
神
主
義
」、spirit�

を
「
精
神
」
と
訳
出
し
、

必
要
に
応
じ
て
ル
ビ
を
ふ
っ
た
。

（
2
）�［
訳
注
］『
善
悪
の
彼
岸
』
第
一
章
十
二
節
か
ら
の
引
用
。Cf.�

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
11
─
─
善
悪
の

彼
岸
／
道
徳
の
系
譜
』
信
太
正
三
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
三
五
頁
。

（
3
）［
訳
注
］
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
詩
篇�Sunday�M

orning�

か
ら
の
引
用
。

（
4
）�

た
と
え
ば
、
一
九
九
四
年
に
デ
リ
ダ
は
、「
哲
学
を
［
…
］「
公
共
性
〔public-ness

〕」［
…
］「〈
啓
蒙
〉
の
「
光
」」［
…
］「
公

共
圏
の
啓
蒙
さ
れ
た
徳
」
へ
結
び
付
け
、
そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
外
的
権
力
か
ら
［
…
］
た
と
え
ば
宗
教
的
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
正

統
教
義
論
や
権
威
性
か
ら
解
放
す
る
普
遍
化
可
能
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
政
治
の
な
か
で
も
所
謂
、
共
和
主
義
的
民
主
主
義
と
呼

ば
れ
る
も
の
［
…
］
に
対
す
る
留
保
な
き
趣
向
」
を
表
明
し
て
い
る
（D

errida�and�V
attim

o�1996,�8

〔
二
〇
─
二
一
頁
〕）。

（
5
）�

慣
例
に
よ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
を
ペ
ー
ジ
や
番
号
で
は
な
く
節
に
よ
っ
て
引
用
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
自
然
主
義
に
関
す
る

近
年
の
二
つ
の
素
晴
ら
し
い
説
明
に
つ
い
て
はChristoph�Cox�(1999), N

ietzsche: N
aturalism

 and Interpretation,�
Berkeley,�CA

:�U
niversity�of�California�Press.

お

よ

びA
aron�Ridley�(2007),�N

ietzsche on A
rt,�N

ew
�Y

ork:�
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Routledge.

を
み
よ
。

（
6
）�［
訳
注
］�N

ietzsche�1966�

は
論
文
の
参
照
文
献
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、Beyond G

ood and E
vil,�translated�

by�W
alter�K

aufm
ann,�N

ew
�Y

ork:�Random
�H

ouse,�1966;�reprinted�in�V
intage�Books,�and�as�part�of�Basic 

W
ritings of N

ietzsche,�N
ew

�Y
ork:�M

odern�Library,�2000

と
思
わ
れ
る
。

（
7
）�

以
下
に
は
、唯
物
論
的
一
元
論
の
進
化
に
つ
い
て
、デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
か
ら
距
離
を
と
り
つ
つ
古
代
の
思
考
の
背
景
に
抗
す
る
、

辛
辣
な
説
明
が
あ
る
。H

ans�Jonas�(1966),�T
he Phenom

enon of Life: T
ow

ard a Philosophical Biology,�Chicago:�
U

niversity�of�Chicago�Press,�pp.�7–26.

（
8
）�

科
学
的
調
査
に
お
け
る
器
具
の
役
割
や
、
論
文
の
公
刊
、
論
駁
や
結
果
の
再
現
等
々
の
長
き
に
わ
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
器

具
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
読
解
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
合
意
的
解
釈
に
至
る
複
雑
な
社
会
学
に
関
す
る
「
分
厚
い
」
現
代
的

な
説
明
と
し
て
は
、Bruno�Latour�(1987),�Science in A

ction: H
ow

 to Follow
 Scientists and E

ngineers T
hrough 

Society,�Cam
bridge,�M

A
:�H

arvard�U
niversity�Press�

を
み
よ
。

（
9
）�

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
デ
リ
ダ
の
説
明
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
生
物
学
的
な
も
の
と
テ
ク
ス

ト
的
な
も
の
の
あ
い
だ
の
分
離
は
虚
構
的
で
、
修
辞
的
で
言
説
的
で
理
論
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
」
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら

ま
た
「
テ
ク
ス
ト
的
な
も
の
は
単
純
に
「
生
物
学
的
な
も
の
」
の
（
密
着
し
か
つ
分
離
す
る
）
分
節
さ
れ
た
継
続
で
あ
り
、
こ

の
自
然
的
世
界
の
連
続
体
に
つ
い
て
の
［
…
］
認
識
は
深
く
唯
物
論
的
な
の
で
あ
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
（Johnson�1993,�

187

）。

（
10
）�［
訳
註
］「
音
楽
の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
誕
生
」
第
七
節
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
悲
劇
を
観
終
わ
っ
た
際
に
訪
れ
る
「
現
象
の

あ
ら
ゆ
る
有
為
転
変
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
は
究
極
の
と
こ
ろ
破
壊
し
難
く
強
力
で
あ
り
、
か
つ
歓
喜
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
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慰
め
」
を
「
形
而
上
学
的
慰
め
」
と
呼
ん
で
い
る
。Cf.�

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
２
─
─
悲
劇
の
誕
生
』

塩
屋
竹
男
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、1993

年
、
七
一
頁
。

（
11
）D

aniel�D
ennett

（1995

）、
と
り
わ
け�pp.�124–35�

を
み
よ
。

（
12
）�［
訳
註
］
電
子
の
観
測
に
際
し
て
空
気
の
影
響
を
減
ら
す
た
め
に
真
空
状
態
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
表
現
だ

と
思
わ
れ
る
。

（
13
）�

残
念
な
こ
と
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
断
っ
た
の
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
の
第
二
版
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
捧
げ
る
こ
と
を
彼
に

申
し
出
て
さ
え
い
た
。

（
14
）�

ニ
ー
チ
ェ
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
明
確
な
参
照
は
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
否
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム

を
そ
の
解
釈
者
た
ち
を
通
じ
て
し
か
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
、
ニ
ー
チ
ェ
研
究

者
た
ち
の
な
か
で
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
も
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
影
響
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
一
般
的
に
合
意

さ
れ
て
い
る
。

（
15
）［
訳
注
］Cf.

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』1198b–1099a.

（
16
）［
訳
注
］Cf.

『
形
而
上
学
』1074b.

（
17
）�M

.�R.�Bennett�and�P.�M
.�S.�H

acker�in�Philosophical Foundations of N
euroscience�(2003),�M

alden,�M
A

:�
Routledge�

は
、
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
諸
概
念
が
、
い
か
に
う
ま
く
擁
護
さ
れ
て
い
な
い
か
を
見

事
に
示
し
て
い
る
。
特
に
二
三
九
─
二
九
二
頁
を
み
よ
。

（
18
）Ludw

ig�W
ittgenstein,�Philosophical Investigations,�trans.�G.�E.�M

.�A
nscom

be�(N
ew

�Y
ork:�M

acm
illan,�1958).

（
19
）�Bennet�and�H

acker

（2003,�413

）
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
デ
ネ
ッ
ト
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
同
意
し
な
か
っ
た
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と
思
わ
れ
る
日
常
言
語
に
埋
め
込
ま
れ
た
心
理
学
的
な
諸
概
念
を
弄
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
正
し
い
。
そ
し
て
わ
た

し
は
、
デ
ネ
ッ
ト
が
そ
れ
ら
の
批
判
へ
の
注
意
深
い
説
明
を
し
て
も
い
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
こ
の
こ
と
が

哲
学
へ
寄
与
す
る
彼
の
力
を
全
体
的
に
損
な
う
と
い
う
ベ
ネ
ッ
ト
と
ハ
ッ
カ
ー
の
意
見
に
は
同
意
し
な
い
。

（
20
）�

こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
馴
染
み
の
な
い
ひ
と
は
み
な
現
代
的
な
諸
論
争
か
ら
は
じ
め
る
の
で
は
な
く
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
『
哲
学
探
究
』、
と
り
わ
け
四
〇
八
─
四
二
八
節
か
ら
は
じ
め
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

（
21
）�

わ
れ
わ
れ
を
他
の
す
べ
て
の
動
物
か
ら
区
別
す
る
人
間
的
な
意
識
に
関
し
て
、
何
か
明
瞭
な
も
の
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
、

と
デ
ネ
ッ
ト
が
と
き
お
り
示
唆
す
る
と
き
、
彼
は
（
脱
構
築
的
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
）
論
争
の
間
違
っ
た
側
に
立
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
の
契
機
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
べ
き
か
決
め
か
ね
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
形
而
上
学
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
と
主
張
し
て

い
る
。

（
22
）�

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
し
つ
こ
さ
は
、
デ
ネ
ッ
ト
や
そ
の
他
の
人
々
が
開
発
し
た
「
意
味
論
的
外
在
主
義
」
お
よ
び
「
拡
張

さ
れ
た
心
」
の
概
念
の
裏
面
に
お
い
て
も
再
確
立
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
が
、
彼

が
「
拡
張
さ
れ
た
心
」
の
概
念
─
─
ド
ン
・
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
原
案
は
実
際
に
は
デ
ネ
ッ
ト
が
『
解
明
さ
れ
る
意
識
』
に

お
い
て
発
案
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（Brook�and�Ross�2002,�285–286

）
─
─
に
賛
成
し
て
論
じ
た
脱
構
築
的
自
然
主
義
に
向

か
っ
て
ど
の
程
度
進
も
う
と
し
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
が
な
お
も
意
識
は
〈
特
別

な
何
か
〉
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
デ
リ
ダ
の
深
い
概
念
的
な
意
味
に
お
け
る
内
部
と
外
部
の
区
別
が
、
意
味

論
的
外
在
主
義
の
内
部
に
お
い
て
さ
え
再
確
立
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
23
）�［
訳
註
］「「
自
然
」
の
三
つ
の
意
味
」
の
節
を
参
照
。
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（
24
）�
デ
リ
ダ
が
こ
こ
で
自
然
主
義
的
な
議
論
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
自
然
の
三
つ
の
意
味
の
混

同
と
、
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
パ
ロ
ー
ル
－
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
対
立
が
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
を
決
定
的
な
概
念
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
せ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
そ
の
濫
喩
で
あ
る
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

の
不
透
明
さ
」
は
、
た
だ
意
味
作
用
の
世
界
内
的
あ
る
い
は
「
物
質
的
な
」
特
徴
で
あ
り
、
生
け
る
内
的
な
パ
ロ
ー
ル
は
こ
の

不
透
明
さ
に
（
そ
れ
ゆ
え
一
般
化
さ
れ
た
意
味
に
お
け
る
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
と
も
に
）
汚
染
さ
れ
て
い
る
と
い
う
デ
リ

ダ
の
主
張
は
、
自
然
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
う
る
よ
う
な
、
生
き
生
き
し
た
自
己
－
直
接
的
で
主
観
的
な
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
純
粋

な
実
質
の
存
在
の
否
定
と
等
価
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、デ
リ
ダ
は
「
人
が
世
界
と
呼
ぶ
も
の
は
…
［
精
神
主
義
的
視
点
か
ら
は
］

パ
ロ
ー
ル
の
外
部
［「
パ
ロ
ー
ル
」
＝
自
己
－
現
前
す
る
意
識
、
直
接
的
な
も
の
の
幻
想
が
〈
特
別
な
何
か
〉
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

特
権
化
す
る
と
こ
ろ
の
］
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、「
自
己
－
触
発
」（
自
己
－
現
前
す
る
意
識
）
は
「
差
異
の
抑
圧
と
し
て

生
き
ら
れ
る
」（
抑
圧
さ
れ
た
差
異
が
、
自
己
－
現
前
す
る
内
部
の
「
外
部
」
へ
厳
し
く
追
い
や
ら
れ
る
非
生
物
の
差
異
で
あ
る

と
こ
ろ
）」
と
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
25
）［
訳
註
］ʻabandonm
ent�by�Beingʼ�

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
棄
却
性�Seinsverlassenheit

」
の
英
訳
。

（
26
）�［
訳
註
］ʻsolitary�superficiesʼ�.

ス
テ
ー
テ
ン
は
本
論
以
前
に
は
自
著『
ニ
ー
チ
ェ
の
声
』の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
の『
ニ
ー
チ
ェ

Ⅱ
』
英
訳
の
「
同
じ
も
の
の
永
劫
回
帰
と
力
へ
の
意
志
」
Ⅳ
節
か
ら
こ
の
表
現
（
原
語
はdie�einzige�Fläche

）
を
と
り
だ
し

て
い
る
。Staten,�H

enry

（1993

）N
ietzscheʼs V

oice,�Cornell�U
niversity�Press,�p.�167.

（
27
）�

こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
精
神
主
義
に
ブ
ー
イ
ン
グ
す
る
仕
方
に
は
、
間
違
い
な
く
皮
肉
の
一
端
が
あ
る
（
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
が

心
を
「
機
械
の
中
の
幽
霊
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
に
）。
し
か
し
、
物
質
が
亡
霊
的
な
形
式
に
お
け
る
精
神
に
よ
っ
て
取
り
憑
か

0

0

0

0

れ
て
い
る

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
、
た
ん
に
引
用
し
た
り
「
腹
話
術
」
す
る
の
で
は
な
く
語
る

0

0

と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
ゴ
シ
ッ
ク
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崇
拝
を
犠
牲
に
し
て
存
在
論
を
転
位
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
28
）�［
訳
註
］ʻungeheure�unbegrenzte�Ja-und�A

m
en-Sagenʼ�

は
た
と
え
ば
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
三
部
「
日
の
出
前
に
」

に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
表
現
。Cf.�

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
10
─
─
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ�

下
』
吉
沢

伝
三
郎
訳
、
一
九
九
三
年
、
三
九
頁
。

（
29
）�

リ
ル
ケ
は
あ
る
書
簡
の
な
か
で
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
肉
体
に
関
す
る
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ロ
ダ
ン
に
愛
さ
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

詩
「
腐
っ
た
屍
」（�«�U

ne�Charogne�»

）
は
、
芸
術
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
入
り
口
と
し
て
選
り
抜
き
の
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（
30
）�［
訳
注
］
論
文
掲
載
版
で
は
著
者
に
よ
る
引
用
部
分
に
誤
植
が
あ
っ
た
が
、
著
者
か
ら
の
指
摘
を
受
け
本
訳
稿
に
て
訂
正
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
ま
た
デ
リ
ダ
の
引
用
は
下
記
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。Cf.�H

eidegger,�M
artin�(1980),�

G
esam

tausgabe,�Bd.�39,�V
erlag�V

ittorio�K
losterm

ann,�Frankfurt�am
�M

ain,�p.�75.（『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
』第
39
巻
、

木
下
康
光
訳
、
創
文
社
、
一
九
八
六
年
、
八
五
頁
）

（
31
）�［
訳
註
］「
お
前
は
自
然
に
対
し
て
死
の
借
り
が
あ
るʻT

hou�O
w

est�N
ature�a�D

eathʼ

」
は
、�

フ
ロ
イ
ト
が
一
八
九
九
年
二
月

六
日
の
フ
リ
ー
ス
宛
書
簡
の
な
か
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
』
第
一
部
の
「
お
前
は
神
に
対
し
て
死
の
借
り
が
あ

る
（ʻ�T

hou�O
w

est�God�a�deathʼ�

）」
と
い
う
文
言
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
り
、同
様
の
表
現
は
『
夢
判
断
』
に
も
み
ら
れ
る
。

（
32
）�［
訳
註
］
化
学
的
作
用
に
よ
っ
て
発
生
す
る
電
流
を
指
す
。
生
体
内
に
電
流
が
発
生
し
、
そ
の
作
用
に
よ
る
筋
収
縮
を
発
見
し
た

ル
イ
ー
ジ
・
ガ
ル
ヴ
ァ
ー
ニ
に
由
来
す
る
。

（
33
）�Sim
on�Glendenning�1998�

と
く
に1–3

お
よ
び65–75

を
参
照
。
グ
レ
ン
デ
ニ
ン
グ
は
こ
の
箇
所
に
お
い
て
「
露
骨
な
自
然
主

義
」
を
拒
絶
し
、
よ
り
拡
張
的
か
つ
適
切
な
、
し
か
し
な
お
自
然
主
義
的
な
説
明
を
提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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訳
者
解
題
―
―
デ
リ
ダ
の
「
自
然
主
義
」
と
い
う
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク

　

本
論
文
は
、H

enry�Staten�(2008),�

“Derrida,�D
ennett,�and�the�Ethico-Political�Project�of�N

aturalism

”�in�D
errida 

T
oday V

olum
e�1,�Issue�1,�Edinburgh�U

niversity�Press,�pp.�19–41

の
全
訳
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
で
は
、
雑
誌
収
録
版
に
あ
っ

た
誤
植
を
著
者
に
よ
る
指
摘
を
受
け
、
修
正
し
て
い
る
。

　

著
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
ー
テ
ン
（1946–�

）
は
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
、
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
で
学
ん
だ
後
、
テ
キ
サ
ス
大
学
で
博
士
号

を
取
得
し
、
現
在
は
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
英
文
学
部
教
授
と
し
て
、
文
学
批
評
理
論
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
等
を
教
え
て

い
る
。
日
本
で
は
彼
の
最
初
の
著
作
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
リ
ダ
』（1984

）
が
高
橋
哲
哉
氏
に
よ
る
翻
訳
で
出
版
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、そ
れ
以
後
も
『
ニ
ー
チ
ェ
の
声
』（1990

）、『
喪
に
お
け
る
エ
ロ
ス
─
─
ホ
メ
ロ
ス
か
ら
ラ
カ
ン
へ
』（1995

）、『
精

神
が
物
質
に
な
る
─
─
ブ
ロ
ン
テ
た
ち
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
、
ニ
ー
チ
ェ
』（2014

）、『
テ
ク
ネ
ー
の
理
論
─
─
芸
術
の
た
め

の
新
た
な
言
語
』（2019

）と
い
っ
た
単
著
や
、デ
レ
ク
・
ア
ト
リ
ッ
ジ
と
の
共
著『
詩
の
力
─
─
最
小
の
解
釈
に
つ
い
て
の
対
話
』（2015

）

が
あ
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
の
関
心
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
か
ら
美
学
や
文
学
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
最
初
の
著
書
か
ら
一
貫
し

て
、
ニ
ー
チ
ェ
、
デ
リ
ダ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
あ
つ
か
い
、
大
陸
哲
学
と
分
析
哲
学
の
架
橋
を
試
み
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

ま
た
、
本
邦
で
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ス
テ
ー
テ
ン
は
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
リ
ダ
』
出
版
後
、
八
〇
年
代
半

ば
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
と�Critical Inquiry 

誌
上
で
議
論
を
お
こ
な
い
、
そ
の
後
も
『
線
を
描
き
直
す
─
─
分
析
哲
学
、
脱

構
築
、
文
学
理
論
』（1991

）、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
遺
産
─
─
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
あ
る
い
は
脱
構
築
』（2001

）
と
い
っ
た

論
集
に
名
を
連
ね
、
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
積
極
的
に
研
究
を
お
こ
な
っ
て
き
た
一
人
だ
と
言
え
る
。
本
論

文
も
題
名
と
要
約
を
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
分
野
横
断
的
な
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
。
デ
リ
ダ
を
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
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タ
イ
ン
や
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
に
引
き
つ
け
な
が
ら
「
精
神
主
義
」
に
対
す
る
徹
底
的
批
判
、
す
な
わ
ち
「
強
い
自
然
主
義
」
と
し

て
読
み
解
き
、
そ
の
「
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
論
文
の
趣
旨
は
明
確
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

多
岐
に
わ
た
る
本
論
文
の
内
容
と
そ
の
背
景
を
、
ス
テ
ー
テ
ン
の
「
強
い
自
然
主
義
」
と
い
う
論
点
を
中
心
と
し
て
、
①
「
強
い
テ
ク

ス
ト
主
義
」、
②
「
構
成
的
外
部
」、
③
「
露
骨
な
自
然
主
義
」
と
の
関
係
か
ら
図
式
的
に
整
理
し
、
そ
の
今
日
的
射
程
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。

　
　
　
　
①
「
強
い
テ
ク
ス
ト
主
義
」
か
ら
「
強
い
自
然
主
義
」
へ

　

デ
リ
ダ
の
自
然
主
義
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
に
慣
れ
親
し
ん
だ
読
者
か
ら
す
る
と
意
表
を
つ
く
も
の
で
あ
る
。
本
論

文
冒
頭
で
ス
テ
ー
テ
ン
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
に
と
っ
て
「
自
然
」
は
積
極
的
に
術
語
化
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
本
質
主
義

的
な
危
険
を
孕
む
も
の
と
し
て
む
し
ろ
警
戒
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
自
然
主
義
を
さ
し
あ
た
り
超
自
然
主
義
的
な
も
の
の
拒
否
と
し

て
特
徴
づ
け
た
と
し
て
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
「
反
－
精
神
主
義
」
で
こ
そ
あ
れ
、
何
故
「
強
い
自
然
主
義
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
ス
テ
ー
テ
ン
の
誇
張
的
解
釈
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
安
易
な
読
み
込
み
だ
と
片
付
け
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
英
米
圏
を
中
心
と
し
た
デ
リ
ダ
の
「
テ
ク
ス
ト
主
義
」
的
イ
メ
ー
ジ
の
刷
新
の
た
め
の
戦
略
と
み
て
お
こ
う
。

　

デ
リ
ダ
の
英
語
圏
で
の
受
容
は
し
ば
し
ば
修
辞
的
、
解
釈
学
的
な
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
併
せ
て
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
デ
リ
ダ
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
の
関
心
に
加
え
て
、
七
〇
年
代
以
降
の
イ
ェ
ー
ル
学
派
を
典
型
と
す
る
文
学
批
評
を
介
し
た
受
容
と
い
う
ア
メ
リ
カ

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
影
響
が
非
常
に
大
き
い
（
１
）。
こ
こ
か
ら
七
〇
年
代
末
以
降
の
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
ネ
オ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的

解
釈
、
八
〇
年
代
末
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
倫
理
－
政
治
的
転
回
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
経
て
、
没
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
デ
リ
ダ
の

思
想
に
対
し
て
言
語
論
、
テ
ク
ス
ト
主
義
的
な
印
象
は
根
強
い
も
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
、
批
判
法
学
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
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モ
ク
ラ
シ
ー
、ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
、ク
ィ
ア
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
等
、英
米
圏
で
の
人
文
社
会
科
学
へ
の
デ
リ
ダ
の
影
響
を
振
り
返
っ

て
も
、
デ
リ
ダ
の
「
自
然
主
義
」
な
る
主
張
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
典
型
的
な
の
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
家
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
に
よ
っ
て
一
九
九
三
年
に
組
織
さ
れ
た
『
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
を
め
ぐ
る
コ

ロ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
の
コ
ロ
ッ
ク
に
登
壇
し
た
ロ
ー
テ
ィ
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
自
然
主
義
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
的
言
語
哲
学
が
脱
構
築
と
そ
の
基
本
的
戦
略
を
共
有
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
デ
リ
ダ
を
あ
く
ま

で
「
反
自
然
主
義
」
者
と
み
な
し
て
い
た
（
２
）。
伝
統
的
哲
学
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を
共
有
し
つ
つ
も
脱
構
築
の
自
然
主
義
に
対

す
る
疑
念
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
決
定
的
な
差
異
で
あ
る
と
主
張
す
る
ロ
ー
テ
ィ
に
対
し
て
、
他
の
登
壇
者
た
ち
は
関
心
を
向
け

る
こ
と
が
な
く
、
コ
ロ
ッ
ク
全
体
と
し
て
は
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
私
的
ア
イ
ロ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
デ
リ
ダ
の
非
－
政
治
的
、
非
－
倫
理
的

解
釈
が
議
論
の
中
心
と
さ
れ
た
。
サ
イ
モ
ン
・
ク
リ
ッ
チ
リ
ー
や
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
が
ロ
ー
テ
ィ
に
対
し
て
デ
リ
ダ
の
倫
理
的

政
治
的
関
心
を
強
調
す
る
と
き
、
彼
ら
は
ロ
ー
テ
ィ
と
袂
を
分
か
つ
よ
う
に
み
え
て
、
実
の
と
こ
ろ
、
デ
リ
ダ
を
十
九
世
紀
の
観
念
論

の
延
長
線
上
で
「
強
い
テ
ク
ス
ト
主
義
」
と
評
す
る
ロ
ー
テ
ィ
に
対
し
て
強
い
異
論
を
も
っ
て
い
な
い
（
３
）。
九
〇
年
代
初
頭
の
脱
構

築
主
義
者
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
の
政
治
的
対
立
軸
の
裏
に
は
「
反
自
然
主
義
」
と
し
て
の
脱
構
築
と
い
う
暗
黙
の
合
意
が
見
出
せ

る
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
冒
頭
で
ス
テ
ー
テ
ン
が
デ
リ
ダ
の
民
主
主
義
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
同
時
に
自
然
科
学
と
の
協
調
を
指
摘
す
る
の
は
、
以

上
の
よ
う
な
九
〇
年
代
の
「
倫
理
－
政
治
的
転
回
」
が
デ
リ
ダ
と
自
然
科
学
と
の
関
係
を
覆
い
隠
し
た
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
ゆ
え
で

あ
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
は
、「
強
い
テ
ク
ス
ト
主
義
」
と
い
う
解
釈
に
よ
っ
て
等
閑
に
さ
れ
た
方
向
性
を
思
考
す
る
べ
く
、
本
論
文
で
脱

構
築
の
自
然
科
学
と
の
協
調
、
そ
の
「
強
い
自
然
主
義
」
と
い
う
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
自
然
主
義
と
一
口
に
言
っ

て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
現
代
分
析
哲
学
に
い
た
る
ま
で
そ
の
内
実
は
多
様
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
ス
テ
ー
テ
ン
が
デ
リ
ダ
の
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自
然
主
義
の
立
脚
点
と
し
て
あ
げ
る
の
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
年
の
英
米

圏
で
の
自
然
主
義
へ
注
目
す
る
ニ
ー
チ
ェ
研
究
動
向
を
参
照
し
な
が
ら
（
本
論
文
注
（
５
））、
ス
テ
ー
テ
ン
は
、
神
、
霊
魂
、
道
徳
と

い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
典
型
的
な
超
自
然
的
な
彼
岸
の
措
定
を
拒
否
し
、
自
然
科
学
や
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
へ
接
近
し
つ
つ
、
西
洋

思
想
の
価
値
転
換
を
図
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
態
度
を
「
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
範
型
と
し
て
い
る
。
本
論
文
で

ス
テ
ー
テ
ン
は
テ
ク
ス
ト
主
義
的
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
自
然
主
義
的
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
転
換
か
ら
出
発
し
て
デ
リ
ダ
の
コ
ー
パ
ス
を
走
査
す
る

こ
と
で
、
脱
構
築
的
な
「
自
然
主
義
」
の
姿
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
が
引
用
す
る
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
は

多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
全
体
を
方
向
づ
け
て
い
る
の
は
と
り
わ
け
最
初
に
引
用
さ
れ
る
「「
こ
の
紙
面
の
制
約
の
も
と
で
」
あ
た
か

も
可
能
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
…
」
で
あ
ろ
う
。
九
〇
年
代
半
ば
は
ソ
ー
カ
ル
事
件
に
よ
り
現
代
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
科
学
と
の
関
係
が

取
り
沙
汰
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
一
九
九
八
年
に
『
国
際
哲
学
雑
誌
』
へ
掲
載
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
依
然
と
し
て
科
学
と
思

考
の
関
係
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
デ
リ
ダ
の
姿
を
、
シ
ス
テ
ム
理
論
や
生
物
学
を
あ
つ
か
う
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ン

ソ
ン
や
量
子
力
学
と
脱
構
築
の
関
係
を
問
う
た
ア
ー
カ
デ
ィ
・
プ
ロ
ト
ニ
ツ
キ
ー
ら
と
の
対
話
の
な
か
で
記
録
し
て
い
る
（
４
）。
こ
の

よ
う
な
ス
テ
ー
テ
ン
の
デ
リ
ダ
読
解
の
方
向
性
は
、
た
と
え
ば
六
〇
年
代
の
科
学
認
識
論
や
幾
何
学
的
真
理
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
へ

の
関
心
、
近
年
刊
行
さ
れ
た
分
子
生
物
学
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ャ
コ
ブ
を
あ
つ
か
っ
た
七
〇
年
代
の
講
義
『
生
死
』
へ
の
言
及
な
ど
、

ス
テ
ー
テ
ン
が
引
用
し
て
い
な
い
諸
々
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
支
持
さ
れ
う
る
と
思
わ
れ
る
（
５
）。
九
〇
年
代
以
降
に
発
表
さ
れ
た
デ
リ

ダ
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
や
は
り
正
義
、
来
た
る
べ
き
民
主
主
義
、
主
権
性
批
判
と
い
っ
た
議
論
が
「
倫
理
－
政

治
的
転
回
」
と
合
わ
せ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
ス
テ
ー
テ
ン
は
以
上
の
よ
う
な
再
構
成
を
通
し
て
、「
自

然
諸
科
学
と
の
協
調
」
と
い
う
デ
リ
ダ
の
問
題
設
定
を
よ
り
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
に
は�D

errida T
oday 

誌
で
も

特
別
特
集
「
脱
構
築
と
科
学
」
が
組
ま
れ
る
が
、
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
ス
テ
ー
テ
ン
の
問
題
提
起
は
特
集
に
先
立
っ
て
周
辺
の
研
究
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者
の
動
向
に
も
刺
激
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

② 「
構
成
的
外
部
」
と
し
て
の
自
然

　

こ
の
よ
う
な
ス
テ
ー
テ
ン
の
議
論
の
骨
子
を
な
す
の
は
冒
頭
で
提
示
さ
れ
る
三
つ
の
「
自
然
」
の
意
味
で
あ
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
ま
ず
伝
統
的
な
哲
学
お
よ
び
古
典
力
学
が
前
提
と
す
る
自
然
の
意
味
を
ギ
リ
シ
ア
的
な
ピ
ュ
シ
ス
に
遡
り
つ
つ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
自
然
の
第
一
の
意
味
（
生
気
論
的
目
的
論
）
と
デ
カ
ル
ト
的
な
自
然
の
第
二
の
意
味
（
精
神
／
物
質
の
二
元
論
）

と
規
定
す
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
デ
リ
ダ
／
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
神
論
」、「
現
前
の
形
而
上
学
」
批
判
を
適
用
し

よ
う
と
し
て
い
る
。「
存
在
神
論
」、「
現
前
の
形
而
上
学
」
批
判
は
複
合
的
な
論
点
を
構
成
し
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
さ
し
あ
た
り

目
的
論
的
全
体
化
、
範
例
的
存
在
者
の
措
定
、
直
観
主
義
と
い
っ
た
論
点
を
介
し
て
、
古
典
的
な
自
然
の
意
味
に
お
け
る
生
気
論
的
目

的
論
、
純
粋
な
自
己
触
発
と
し
て
の
精
神
（
生
／
意
識
）
／
純
粋
な
非
自
己
触
発
と
し
て
の
物
質
（
死
／
物
質
）
の
排
他
的
二
元
論
へ

の
批
判
へ
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
古
典
的
な
自
然
の
意
味
に
対
し
て
、
ス
テ
ー
テ
ン
は
プ
ロ
ト
ニ
ツ
キ
ー
に
よ
る
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
解
釈
や
、
ブ
ル
ー
ノ
・

ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
実
験
室
研
究
を
参
照
し
つ
つ
（
６
）、「
絶
対
的
な
外
部
性
」、「
徹
底
的
な
異
質
性
」
と
し
て
の
自
然
の
第
三
の
意
味
を

提
示
す
る
。
本
解
題
で
は
、「
非
－
絶
対
的
先
行
性
」
と
も
言
わ
れ
る
絶
対
的
な
外
部
性
と
し
て
の
自
然
の
第
三
の
意
味
に
つ
い
て
、

本
文
中
で
細
か
く
注
釈
さ
れ
て
い
な
い
が
ス
テ
ー
テ
ン
が
そ
の
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
「
構
成
的
外
部
」
と
い
う
着
想
に
触
れ
て
お
こ

う
。「
構
成
的
外
部
」
は
ス
テ
ー
テ
ン
が
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
リ
ダ
』
に
お
い
て
定
式
化
し
た
概
念
で
あ
り
、「
あ
る
概
念

を
そ
の
自
体
性
に
お
い
て
維
持
す
る
も
の
と
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
積
極
的
な
も
の
の
境
界
を
侵
犯
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の

積
極
的
境
界
の
主
張
の
可
能
性
の
積
極
的
条
件
と
も
な
る
よ
う
な
、
非
本
質
な
い
し
は
反
本
質
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
（
７
）。
こ
れ
は
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た
と
え
ば
「
Ｘ
は
非
Ｘ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
定
式
化
さ
れ
る
際
の
「
非
Ｘ
」
を
指
す
が
、
こ
の
と
き
非
Ｘ
は
Ｘ

に
先
行
し
て
Ｘ
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
Ｘ
の
自
己
同
一
性
に
か
ん
す
る
積
極
的
主
張
に
対
し
て
「
外
部
」
へ
排
除
さ

れ
な
が
ら
も
、
Ｘ
の
積
極
的
条
件
で
あ
り
続
け
、
排
他
的
二
元
論
を
拒
否
す
る
限
界
を
標
記
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
己
同

一
性
の
内
的
構
成
に
際
し
て
不
可
避
的
に
積
極
的
な
意
義
を
も
つ
外
部
性
が
「
構
成
的
外
部
」
で
あ
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
に
よ
る
「
構
成

的
外
部
」
と
い
う
定
式
化
は
英
米
圏
で
は
、
た
と
え
ば
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
や
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
と
い
っ
た
思
想
家
を
通
じ
て

デ
リ
ダ
の
思
想
の
形
式
化
と
し
て
広
く
流
通
し
て
い
る
。
本
論
文
で
ス
テ
ー
テ
ン
は
こ
れ
ま
で
社
会
・
政
治
哲
学
的
文
脈
に
お
い
て
利

用
さ
れ
て
き
た
「
構
成
的
外
部
」
と
い
う
着
想
を
、
自
然
科
学
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
直
し
、
純
粋
な
自
己
触
発
と
し
て
の
生
／
精

神
に
入
り
込
む
死
／
物
質
の
原
理
を
記
述
す
る
デ
リ
ダ
／
ニ
ー
チ
ェ
の
「
強
い
自
然
主
義
」
と
し
て
再
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

①�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
で
の
自
然
（
生
気
論
的
目
的
論
）

　
　

②�

デ
カ
ル
ト
的
な
意
味
で
の
自
然
（
不
活
性
な
物
質
（
あ
る
い
は
そ
の
反
対
物
の
意
識
と
の
二
元
論
））

　
　

③�

脱
構
築
的
な
意
味
で
の
自
然
（
構
成
的
外
部
）

　

最
終
的
に
ス
テ
ー
テ
ン
が
打
ち
出
す
「
構
成
的
外
部
」
と
し
て
の
自
然
の
意
味
や
そ
の
「
信
」
の
主
題
系
と
の
つ
な
が
り
は
、
お
そ

ら
く
先
述
し
た
ロ
ー
テ
ィ
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
あ
ま
り
に
超
越
論
的
に
み
え
、
ま
た
（
ス
テ
ー
テ
ン
も
認
め
る
よ
う

に
）「
強
い
自
然
主
義
」の
同
伴
者
で
あ
る
デ
ネ
ッ
ト
か
ら
し
て
も
関
心
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、そ
れ
ゆ
え
に
こ
の「
構

成
的
外
部
」
と
し
て
の
自
然
の
第
三
の
意
味
は
先
に
言
及
し
た
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
対
立
の
裏
面
と
し
て
デ
リ
ダ
の
「
自

然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
位
置
を
際
立
た
せ
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
ネ
オ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
や
シ
ス
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テ
ム
理
論
と
の
関
係
か
ら
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
論
じ
て
き
た
ケ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
フ
も
ロ
ー
テ
ィ
に
対
し
て
徹
底
的
な
外
部
性
を
思
考
す

る
も
の
と
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
フ
ー
コ
ー
を
位
置
付
け
て
お
り
、
英
米
圏
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
の
対

比
的
構
図
を
別
の
仕
方
で
構
成
し
て
い
る
（
８
）。

　
　
　
　

③
「
露
骨
な
自
然
主
義
」、「
弱
い
自
然
主
義
」、「
強
い
自
然
主
義
」

　

以
上
の
よ
う
な
自
然
の
三
つ
の
意
味
の
区
分
を
ス
テ
ー
テ
ン
は
先
行
研
究
と
と
も
に
英
米
哲
学
に
お
け
る
自
然
主
義
の
文
脈
へ
接

続
し
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
ス
テ
ー
テ
ン
は
先
行
す
る
試
み
と
し
て
サ
イ
モ
ン
・
グ
レ
ン
デ
ニ
ン
グ
を
参
照
し
て
い
る
が
（
本
論
文
注

（
33
）
を
参
照
）、
グ
レ
ン
デ
ニ
ン
グ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
／
デ
リ
ダ
／
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
試
み
を
、
自
然
科
学
に
還
元
さ
れ
な
い

価
値
を
狙
う
「
古
典
的
人
間
主
義
」
と
自
然
科
学
に
全
て
を
還
元
す
る
「
露
骨
な
自
然
主
義
」（
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
が
言
う
と

こ
ろ
の
科
学
主
義
や
物
理
主
義
を
明
示
的
に
採
用
す
る
還
元
主
義
的
態
度
）
の
あ
い
だ
の
穏
当
な
自
然
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

を
試
み
て
い
る
。
本
論
文
の
ス
テ
ー
テ
ン
は
、
人
間
主
義
と
自
然
主
義
の
あ
い
だ
を
ね
ら
う
グ
レ
ン
デ
ニ
ン
グ
（
お
よ
び
マ
ク
ダ
ウ
ェ

ル
）
の
枠
組
み
を
引
き
取
り
つ
つ
も
、「
穏
当
な
自
然
主
義
」
に
「
強
い
自
然
主
義
」
／
「
弱
い
自
然
主
義
」
と
い
う
対
立
軸
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
こ
の
あ
い
だ
の
論
理
を
再
分
節
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
文
中
に
お
け
る
「
強
い
自
然
主
義
」
は
物
理
主
義
的
な

還
元
主
義
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
量
子
力
学
を
範
型
し
つ
つ
目
的
論
的
宇
宙
論
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
「
自
然
主
義

的
超
自
然
主
義
」（
フ
リ
ッ
チ
ョ
フ
・
カ
プ
ラ
や
新
し
い
唯
物
論
の
旗
手
カ
レ
ン
・
バ
ラ
ー
ド
）
や
、
認
知
科
学
の
知
見
に
依
拠
し
つ

つ
「
特
別
な
何
か
」
と
し
て
の
意
識
の
性
質
を
擁
護
す
る
「
心
の
哲
学
」
の
「
弱
い
自
然
主
義
」（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
）

に
残
存
す
る
自
然
の
第
一
の
意
味
と
第
二
の
意
味
を
批
判
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
更
に
古
典
的
な
自
然
の
意
味
を
乗
り
越
え

よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
深
い
水
準
で
の
精
神
主
義
を
温
存
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
差
異
が
付
け
加
わ
る
こ
と
で
、「
露
骨
な
自
然
主
義
」
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と
「
反
自
然
主
義
」
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
に
自
然
の
三
つ
の
意
味
が
再
配
置
さ
れ
、「
心
の
哲
学
」
や
「
新
し
い
唯
物
論
」
と
い
っ
た
諸

動
向
と
の
比
較
図
式
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　

露
骨
な
自
然
主
義
（
自
然
の
第
二
の
意
味
）

　
　

強
い
自
然
主
義�（
自
然
の
第
三
の
意
味
）

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
精
神
主
義
」

　
　

自
然
主
義
的
超
自
然
主
義
、
弱
い
自
然
主
義
（
自
然
の
第
一
／
二
の
意
味
）

　
　

古
典
的
人
間
主
義

　

認
知
科
学
の
知
見
や
英
米
圏
の
「
心
の
哲
学
」
の
議
論
を
フ
レ
ン
チ
セ
オ
リ
ー
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
と
い
う
の
は
英

語
圏
の
ひ
と
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
り
、
そ
の
際
、
本
論
文
で
も
デ
リ
ダ
の
強
い
主
義
の
同
伴
者
と
さ
れ
て
い
る
デ
ネ
ッ
ト
の
機
能
主
義

的
な
還
元
主
義
は
ひ
と
つ
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ス
テ
ー
テ
ン
以
外
に
も
先
に
触
れ
た
ウ
ル
フ
は

「
言
語
・
表
象
・
種
─
─
認
知
科
学�

対�

脱
構
築
」（2007
）
に
お
い
て
デ
リ
ダ
と
デ
ネ
ッ
ト
を
比
較
し
て
い
る
（
９
）（
た
だ
し
本
論
文

の
ス
テ
ー
テ
ン
が
デ
リ
ダ
の
「
強
い
自
然
主
義
」
の
同
伴
者
と
し
て
デ
ネ
ッ
ト
を
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ウ
ル
フ
は
デ
カ
ル
ト
的

表
象
主
義
の
残
存
と
い
う
観
点
か
ら
デ
ネ
ッ
ト
を
批
判
し
て
い
る
）。

　

少
々
煩
雑
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
図
式
的
整
理
に
よ
っ
て
、
本
論
文
中
の
デ
リ
ダ
の
自
然
主
義
と
い
う
ス
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テ
ー
テ
ン
の
挑
戦
的
態
度
お
よ
び
そ
の
位
置
付
け
を
よ
り
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
二
〇
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
本
論
文
以
後
の
展
開
に
つ
い
て
少
し
補
足
し
て
お
く
。
ス
テ
ー
テ
ン
が
提
示
す
る
自
然
主
義
的

と
し
て
の
デ
リ
ダ
解
釈
は
、
九
〇
年
代
以
降
の
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
の
み
な
ら
ず
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
実
在
論
的
潮
流
の
な
か
に
デ
リ
ダ
を
位
置
付
け
な
お
す
試
み
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば「
思
弁
的
唯
物
論
」や「
オ
ブ
ジ
ェ

ク
ト
指
向
存
在
論
」
と
い
っ
た
人
間
の
思
考
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
外
部
」
を
論
じ
よ
う
と
す
る
潮
流
の
な
か
で
は
し
ば
し
ば
デ
リ
ダ

や
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
な
言
語
に
強
い
関
心
を
も
っ
た
二
十
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
が
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
─
─
デ
リ
ダ
と
生
の
時
間
』（2008

）
の
著
者
マ
ー
テ
ィ
ン
・

ヘ
グ
ル
ン
ド
は
、
本
論
文
の
ス
テ
ー
テ
ン
を
参
照
し
つ
つ
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
的
唯
物
論
─
─
メ
イ
ヤ
ス
ー
批
判
」（2009

）、「
時

間
の
原
－
物
質
性
─
─
脱
構
築
、
進
化
、
思
弁
的
唯
物
論
」（2011

）
と
い
っ
た
論
文
を
著
し
、
デ
リ
ダ
の
「
時
空
間
論
」、「
唯
物
論
」

に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
（
10
）。
近
年
も
論
文
「
自
然
的
か
つ
精
神
的
な
自
由
」（2019

）
を
発
表
し
て
お
り
、
デ
リ
ダ
研
究

と
合
わ
せ
て
自
然
主
義
へ
の
関
心
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る（
11
）。
ま
た
上
記
の
論
文
中
で
ヘ
グ
ル
ン
ド
は
、「
思
弁
的
実
在
論
」

と
い
う
語
を
考
案
し
消
去
主
義
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
展
開
す
る
レ
イ
・
ブ
ラ
シ
エ
と
の
応
答
関
係
を
記
し
て
い
る
。
ブ
ラ
シ
エ
自
身
は
先

の
よ
う
な
観
点
か
ら
デ
リ
ダ
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
や
ロ
ー
テ
ィ
と
い
っ
た
言
語
哲
学
的
な
要
素

の
強
い
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
か
ら
距
離
を
取
り
、
さ
ら
に
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
的
な
穏
当
な
自
然
主
義
の
不
徹
底
を
批
判
す
る
ブ
ラ
シ
エ
の

態
度
は
、
本
論
文
の
デ
リ
ダ
／
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
強
い
自
然
主
義
」
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
検
討
す
る
余
地
も
あ
る
だ
ろ
う
（
12
）。
ス

テ
ー
テ
ン
は
デ
リ
ダ
の
試
み
を
理
解
す
る
た
め
に
こ
そ
認
知
科
学
を
参
照
す
る
デ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
著
作
を
参
照
に
す
べ
き
だ
と
述
べ

て
い
る
が
、
本
論
文
以
後
の
展
開
と
し
て
ヒ
ラ
リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
の
「
寛
大
な
自
然
主
義
」（
13
）
や
、
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ン
ダ
ム
の
表

象
概
念
の
再
評
価
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
・
ロ
ー
テ
ィ
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
議
論
布
置
と
の
関
係
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
（
14
）。



98

　

英
米
圏
の
哲
学
的
動
向
を
踏
ま
え
て
、
デ
リ
ダ
受
容
を
刷
新
し
よ
う
と
す
る
ス
テ
ー
テ
ン
の
戦
略
が
取
り
こ
ぼ
し
か
ね
な
い
点
を
幾

ら
か
指
摘
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
デ
リ
ダ
に
お
け
る
自
然
主
義
の
文
脈
を
強
調
す
る
際
に
「
憑
在
」、「
亡
霊
」
と
い
っ
た

術
語
よ
り
も
機
械
や
技
術
、
補
綴
と
い
っ
た
用
語
を
選
ぼ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
テ
ー
テ
ン
の

姿
勢
は
、
超
越
論
的
仮
象
や
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
の
作
動
を
分
析
す
る
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
の
重
要
な
部
分
を
取
り
落
と
し
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
り
、
と
り
わ
け
、
本
論
文
末
尾
で
示
唆
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
「
信
」
の
主
題
が
「
自
然
主
義
の
倫
理
－
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
デ
ネ
ッ
ト
の
試
み
か
ら
区
別
す
る
と
言
わ
れ
る
以
上
、
些
か
問
題
含
み
の
態
度
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
15
）。

　

と
は
い
え
、
自
然
主
義
と
反
自
然
主
義
の
あ
い
だ
を
揺
れ
動
き
な
が
ら
、
複
数
の
文
脈
を
交
錯
さ
せ
よ
う
と
す
る
戦
略
は
理
解
で
き

る
し
、「
自
然
主
義
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
が
分
断
さ
れ
た
諸
領
域
の
研
究
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
（
16
）。
英
米
圏

で
の
発
信
を
続
け
て
い
た
デ
リ
ダ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
研
究
か
ら
出
発
し
た
自
分
の
立
場
を
英
語
圏
の
文
脈
に
則
し
て
定
義
づ
け
る

こ
と
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
リ
ダ
が
お
ず
お
ず
と
自
ら
を
「
基
礎
づ
け
主
義
」
で
も
「
反
基
礎

づ
け
主
義
」
で
も
な
く
「
準
－
基
礎
づ
け
主
義
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
述
べ
る
と
き
（
17
）、
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
ロ
ー
テ
ィ
が
い
う

と
こ
ろ
の
「
退
屈
を
催
さ
せ
る
「
分
析
／
大
陸
の
分
裂
」
が
不
幸
な
一
時
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
通
と
し
て
振
り
返
ら
れ
る
未

来
」（
18
）
へ
の
展
望
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
テ
ー
テ
ン
の
議
論
が
ポ
ス
ト
脱
構
築
的
未
来
を
準
備
し
て
い
る
と
言
う
の

は
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
未
来
を
い
ま
一
度
考
え
直
す
契
機
と
し
て
本
論
文
は
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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訳
者
解
題
註

（
１
）�
文
学
批
評
へ
の
影
響
を
鑑
み
た
際
に
は
一
九
七
六
年
の
ガ
ヤ
ト
リ
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ク
に
よ
る
『
グ
ラ
マ

ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
英
訳
の
存
在
が
大
き
い
。
た
だ
し
デ
リ
ダ
の
著
作
英
訳
は
一
九
七
三
年
の�D

avid�B.�A
llison�

に
よ
る

『
声
と
現
象
』
英
訳
が
初
出
で
あ
り
、
そ
の
際
、
序
文
を
執
筆
し
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
ガ
ー
ヴ
ァ
ー
が
デ
リ
ダ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
読
解

を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
フ
レ
ー
ゲ
と
の
か
か
わ
り
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
哲
学
に
引
き
つ
け
て
紹
介
し
た
こ
と
は
付

言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
ガ
ー
ヴ
ァ
ー
の
紹
介
は
英
語
圏
で
早
い
段
階
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
リ
ダ
の
比
較
研

究
を
生
み
、
七
〇
年
代
以
降
の
英
語
圏
的
解
釈
の
土
壌
を
準
備
し
た
。
ス
テ
ー
テ
ン
の
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
リ
ダ
』

は
こ
の
延
長
線
上
に
あ
り
つ
つ
、
よ
り
テ
ク
ス
ト
読
解
に
即
し
た
精
緻
な
読
解
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
近
年
の

テ
ク
ス
ト
解
釈
の
精
緻
化
は
七
〇
年
代
の
受
容
か
ら
更
に
距
離
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
三
年
の
『
声
と
現
象
』

新
訳
で
は
レ
ナ
ー
ド
・
ロ
ー
ラ
ー
に
よ
る
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
は
現
象
学
や
精
神
分
析
に
定
位
し
た
デ
リ

ダ
の
テ
ク
ス
ト
の
紹
介
が
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
へ
は
言
及
さ
れ
な
い
。
と
は
い
え
英
語
圏
で
の
受
容
を
理

解
す
る
上
で
は
以
上
の
よ
う
な
最
初
期
の
紹
介
も
踏
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
、
六
〇
年
代
ま
で
の
デ
リ
ダ
の
テ
ク

ス
ト
を
理
解
す
る
上
で
も
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
環
境
と
英
語
圏
思
想
と
の
交
錯
を
再
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

（
２
）�

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
「
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
考
察
」『
脱
構
築
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム　

来
る
べ
き

民
主
主
義
』
青
木
隆
嘉
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
三
年
。

（
３
）�

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
「
十
九
世
紀
の
観
念
論
と
二
〇
世
紀
の
テ
ク
ス
ト
主
義
」
加
藤
哲
弘
訳
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
帰
結
』

室
井
尚
・
吉
岡
弘
・
加
藤
哲
弘
・
浜
日
出
夫
・
庁
茂
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
三
九
四
─
四
四
一
頁
。
ま
た
プ
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ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
「
反
自
然
主
義
的
」
解
釈
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
野
家
啓
一
「「
反
自
然
主
義
」
と
し
て
の
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
」『
現
代
思
想
』
青
土
社
、
第
43
巻
、
第
11
号
、
二
〇
一
五
年
、
二
六
─
三
一
頁
。

（
４
）�
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ア
ー
カ
デ
ィ
・
プ
ロ
ト
ニ
ツ
キ
ー
ら
の
紹
介
は
本
邦
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
は
拙
評
、
ボ
ー
ア
と
脱
構
築
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
勝
守
真
氏
に
よ
る
以
下
の
著
作
も
参
照
の
こ
と
。

小
川
歩
人
「（
書
評
）Christopher�Johnson,�

“System
�and�W

riting�in�the�Philosophy�of�D
errida

”,�Cam
bridge�

U
niversity�Press�1993

」『
年
報
人
間
科
学
』
第
36
号
、
大
阪
大
学
人
間
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
五
年
、
一
五
七
─
一
六
一

頁
。K

atsum
ori,�M

akoto�(2011),�N
iels Bohrʼs Com

plem
entarity Its Structure, H

istory, and Intersections w
ith 

H
erm

eneutics and D
econstruction,�Springer.�

（
５
）�

ま
た
近
年
公
刊
さ
れ
た
『
生
死
』
講
義
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
も
参
照
さ
れ
た
い
。
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ヴ
ィ
タ
ー
レ
「
テ

ク
ス
ト
と
生
物
─
─
生
物
学
と
脱
構
築
の
間
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
」
西
山
雄
二
・
小
川
歩
人
訳
、『
人
文
学
報
』
五
一
二
号
、

首
都
大
学
東
京
人
文
科
学
研
究
科
人
文
学
報
編
集
委
員
会
、
二
〇
一
六
年
、
一
六
七
─
一
九
〇
頁�;�

吉
松
覚
『
生
の
力
を
別
の

仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
─
─
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
お
け
る
生
死
の
問
題
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
二
一
年
。

（
６
）�

こ
れ
ら
は
本
文
中
で
批
判
さ
れ
る
カ
レ
ン
・
バ
ラ
ー
ド
も
依
拠
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の
拙
評
も
参
照
の
こ
と
。
小

川
歩
人
「（
書
評
）M

eeting�T
he�U

niverse�H
alfw

ay:�Q
uantum

�Physics�and�T
he�Entanglem

ent�of�M
atter�and�

M
eaning�D

uke�U
niversity�Press,�2007,�544

頁
」『
共
生
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
１
号
、
二
〇
一
七
年
、
九
一
─
九
七
頁
。

（
７
）�

ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
ー
テ
ン
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
デ
リ
ダ
』
高
橋
哲
哉
訳
、
産
業
図
書
、
一
九
八
七
年
、
三
六
─
三
七
頁
。

（
８
）�Cf.�

三
松
幸
雄「〔
訳
者
解
題
〕「
言
語
・
表
象
・
種
─
─
認
知
科
学�
対�
脱
構
築
」」『
思
想
』一
〇
八
八
号
、岩
波
書
店
、二
〇
一
四
年
、

一
九
六
─
一
九
九
頁
。
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（
９
）�
ケ
ア
リ
ー
・
ウ
ル
フ
「
言
語
・
表
象
・
種
─
─
認
知
科
学�

対�

脱
構
築
」
三
松
幸
雄
訳
『
思
想
』
一
〇
八
八
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
、
一
九
六
─
二
二
二
頁
。

（
10
）�
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ヘ
グ
ル
ン
ド
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
無
神
論
─
─
デ
リ
ダ
と
生
の
時
間
』
吉
松
覚
・
島
田
貴
史
・
松
田
智
裕
訳
、
法
政

大
学
出
版
局
、
二
〇
一
七
年�;

「
時
間
の
原
－
物
質
性
─
─
脱
構
築
、
進
化
、
思
弁
的
唯
物
論
」
星
野
太
訳
『
思
想
』
一
〇
八
八
号
、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
三
─
二
四
一
頁
。

（
11
）�H

ägglund,�M
artin�(2019),�

“Natural�and�Spiritual�Freedom

”,�T
he Y

ale R
eview

,�V
olum

e�107,�Issue�1,��W
iley-

Blackw
ell�for�Y

ale�U
niversity,�pp.�52-65.�

（
12
）�Cf.�Brassier,�Ray�(2011),�
“Concepts�and�O

bjects

”�in�T
he Speculative T

urn Continental M
aterialism

 and 
R

ealism
,�edited�by�Levi�Bryant,�N

ick�Srnicek�and�Graham
�H

arm
an,�Lightning�Source�Inc,�pp.�47–65.�

（
13
）�「
露
骨
な
自
然
主
義
」
と
パ
ト
ナ
ム
の
「
寛
大
な
自
然
主
義
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
下
記
論
考
も
参
照
。�

横
山
幹
子
「
パ
ト

ナ
ム
の
寛
大
な
自
然
主
義
─
─
「
自
然
主
義
」
に
着
目
し
て
」『
図
書
館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
』
一
六
巻
二
号
、
筑
波
大
学
図
書

館
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
編
集
委
員
会
、
二
〇
一
九
年
、
一
─
一
五
頁
。

（
14
）��

第
三
世
代
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
ポ
ス
ト
基
礎
づ
け
主
義
的
な
「
表
象
主
義
批
判
」
と
「
実
在
論
的
な
衝
動
」
に
か
ん
す

る
見
通
し
の
よ
い
整
理
と
し
て
は
以
下
を
参
照
。
朱
喜
哲
「
奈
落
の
際
で
踊
る
哲
学
─
─
ネ
オ
・
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
第
三
世

代
に
よ
る
「
表
象
」
概
念
回
復
の
試
み
」、『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
四
七
号
、
大
阪
大
学
文
学
部
哲
学
講
座
、
二
〇
一
六
年
、
二
三

─
二
四
頁
。

（
15
）�

後
期
デ
リ
ダ
の
「
犠
牲
」
や
「
ア
ポ
リ
ア
」
と
い
っ
た
主
題
と
「
自
然
」
の
問
題
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え

ば
以
下
の
論
文
が
あ
る
。K

atsum
ori,�M

akoto�(2010),�

“Derridean�D
econstruction�and�the�Q

uestion�of�N
ature

”�
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D
errida T

oday,�V
olum

e�3,�Issue�1,�Edinburgh�U
niversity�Press,�pp.�56-74.

（
16
）�
二
十
世
紀
の
既
成
の
対
立
図
式
が
無
効
化
さ
れ
、
現
代
哲
学
の
明
快
な
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
が
困
難
に
な
る
な
か
で
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
「
自
然
主
義
」
と
「
反
自
然
主
義
」
の
あ
い
だ
の
抗
争
に
つ
い
て
は
野
家
啓
一
に
よ
る
以
下
の
整
理
が
明
瞭
で

あ
る
。
野
家
啓
一
「
思
想
の
言
葉　

現
代
哲
学
の
対
立
軸
」『
思
想
』
九
四
八
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
─
四
頁
。
ま

た
同
号
所
収
の
戸
田
山
、
門
脇
論
文
も
ま
た
本
論
文
の
射
程
を
別
の
角
度
か
ら
捉
え
る
た
め
に
参
照
さ
れ
た
い
。
戸
田
山
和
久

「
哲
学
的
自
然
主
義
の
可
能
性
」『
思
想
』
九
四
八
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
六
三
─
九
二
頁
。
門
脇
俊
介
「
ニ
ー
チ
ェ

の
「
囲
い
」
に
抗
し
て
─
─
反
自
然
主
義
の
も
う
一
つ
別
の
可
能
性
」『
思
想
』
九
四
八
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
九
三

─
一
一
〇
頁
。

（
17
）�

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「「
こ
の
紙
面
の
制
約
の
も
と
で
」
あ
た
か
も
可
能
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
…
」『
パ
ピ
エ
マ
シ
ン
』
下
、

中
山
元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
二
三
一
頁
。

（
18
）�

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
「
は
じ
め
に
」『
経
験
論
と
心
の
哲
学
』
浜
野
研
三
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、xiv

頁
。

（
以
上
文
責
＝
小
川
）

　

本
論
文
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
小
川
と
森
川
が
分
担
し
て
草
稿
を
作
成
し
、
小
川
が
全
体
を
改
め
て
精
査
・
推
敲
し
完
成
さ
せ
た
。

ま
た
訳
文
・
解
題
に
つ
い
て
は
宮
﨑
裕
助
氏
お
よ
び
大
阪
大
学
人
間
科
学
研
究
科�

共
生
の
人
間
学
講
座
の
皆
さ
ま
か
ら
有
益
な
コ
メ

ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
最
後
に
、
こ
の
翻
訳
に
賛
同
し
様
々
な
助
力
を
い
た
だ
い
た
著
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ス
テ
ー
テ
ン
氏
に
深
い
感
謝
を

記
し
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

小
川
歩
人
（
お
が
わ
・
あ
ゆ
と
／
大
阪
大
学
国
際
共
創
大
学
院
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
推
進
機
構
、
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人
間
科
学
研
究
科
招
へ
い
研
究
員
）

森
川
勇
大
（
も
り
か
わ
・
ゆ
う
だ
い
／
大
阪
大
学
人
間
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
）

＊�

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
（
Ｃ
）「
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
講
義
録
「
責
任
の
問
い
」
の
思
想
史
的
研
究
と
国
際
的
研
究

基
盤
の
構
築
」（
課
題
番
号20K

00102

）
の
助
成
を
受
け
た
。




