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後
期メルロ゠ポンティにおける「
沈
黙
」の
位
相

│
│『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』に
お
け
る「
前
言
語
」に
着
目
し
て

三
宅 

萌

はじめに

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
常
に
喚
起
し
て
き
た
哲
学
的
主
題
の
一
つ
で
あ
る「
未
だ
黙
し
た
経
験
を
意
味
の
純
粋
な
表
現
へ
と
導

く
」と
い
う
試
み
は
、
従
来
、
言
語
論
の
文
脈
に
お
い
て
、
沈
黙
か
ら
言
語（
表
現
）へ
の
移
行
な
い
し
そ
の
循
環
関
係
と
し
て
整
理

さ
れ
て
き
た﹇
註
1
﹈。
遺
作
と
な
っ
た『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』や
同
時
期
の
研
究
ノ
ー
ト
に
お
い
て
も
、「
語
り
つ
つ
あ

る
言
葉（parole parlante

）」﹇
註
2
﹈に
よ
る
沈
黙
か
ら
言
語
へ
の
移
行
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
問
題
が
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン

テ
ィ
自
身
の
理
論
的
態
度
、
す
な
わ
ち
、
哲
学
者
は
直
接
的
な
も
の
と
の
合
致
に
よ
っ
て
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
言
葉
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
真
理
を
実
現
す
る
と
い
う
態
度
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
後
期
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る

「
沈
黙（silence

）」の
内
実
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
内
で
幾
ら
か
の
異
同
が
存
す
る﹇
註
3
﹈も
の
の
、
理
論
図
式
と
し
て
は
沈
黙
と
言
語
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の
二
項
関
係
と
し
て
整
理
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
確
か
に
、「
哲
学
は
沈
黙
と
言
葉
と
の
相
互
交
換
」（V

I, 169/178

）で
あ
り
、
ま
た

全
て
の
哲
学
は「
そ
の
本
領
が
沈
黙
を
見
出
す
こ
と
に
あ
る
」（V

I, 263/307

）と
い
っ
た
記
述
を
鑑
み
れ
ば
、
沈
黙
と
言
語
と
い
う
二

つ
の
鍵
語
を
中
心
に
彼
が
思
索
を
組
み
立
て
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
沈
黙
と
言
語
の
二
項
図
式
で
は
十
分
に
説
明
で
き
な
い
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば『
見

え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』「
問
い
か
け
と
直
観
」に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
沈
黙
を
言
語
へ
と
至
ら
し

め
る
よ
う
な「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」の
特
徴
を
整
理
し
論
じ
た
上
で
、
言
語
を
用
い
る
こ
と
で
反
省
以
前
的
な
も
の
を
分
析
す
る

こ
と
が
方
法
上
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。

哲
学
そ
れ
自
身
が
言
語（langage

）で
あ
り
、
言
語
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
哲
学
は
、
言
語
に
つ
い
て

語
る
資
格
を
失
う
わ
け
で
も
、
前
言
語（pré-langage

）、
そ
し
て
言
語
と
前
言
語
を
裏
打
ち
す
る
と
こ
ろ
の
無
言
の
世
界（m

onde 

m
uet

）に
つ
い
て
語
る
資
格
を
失
う
わ
け
で
も
な
い（V

I, 166/175

）。

こ
こ
で
は
、
哲
学
的
言
語
に
よ
っ
て
沈
黙
を
語
る
と
い
う
言
語
実
践
に
お
い
て
、
三
項
の
存
在
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
、
前
言
語
、
無
言
の
世
界﹇
註
4
﹈（
沈
黙
）で
あ
り
、
無
言
の
世
界
は
言
語
と
前
言
語
の
両
方
を
下

支
え
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
、
沈
黙
と
前
言
語
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
述
の「
沈
黙
」概
念
の
異

同
を
含
め
、
後
期
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
用
語
法
を
整
理
し
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』を
中
心
と
す
る
後
期
哲
学
に
お
け
る
沈
黙
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
と

共
に
、「
前
言
語
」と
い
う
審
級
の
理
論
的
位
置
づ
け
と
そ
の
意
義
を
提
示
す
る
。
ま
ず
は
上
記
引
用
文
の
記
述
が
導
か
れ
る
直
前

で
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
が
行
う
、
哲
学
を
な
す
た
め
の「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理
す
る（
第
一
節
）。
そ
の

後
、
無
言
の
世
界（
沈
黙
）に
お
け
る
文
化
的
既
得
物
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、
生
活
世
界
の
二
義
性
の
議
論
か
ら
分
析
・
議
論
し
た
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上
で（
第
二
節
）、
前
言
語
と
沈
黙
、
言
語
と
い
う
三
項
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
沈
黙
と
言
語
の
二
項
関
係
に
、

前
言
語
と
い
う
項
を
導
入
す
る
こ
と
の
哲
学
的
意
義
を
述
べ
る（
第
三
節
）。

1
　「
語
りつつある
言
葉
」と
沈
黙
との
関
係

『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』「
問
い
か
け
と
直
観
」に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
自
身
の
哲
学
的
方
法
論
を
取
り
上

げ
る
。
そ
こ
で
は
、「
我
々
が
反
省
や
批
判
の
過
程
の
沈
殿
物
を
携
え
て
い
る
以
上
」（V

I, 160/169

）、
つ
ま
り
、
我
々
は
言
語
と
い
う

夾
雑
物
を
通
し
て
し
か
物
事
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
直
接
的
な
存
在
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ

と
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な「
隔
た
り（écart
）」（V

I, 163/172

）に
も
関
わ
ら
ず
哲
学
者
は
真
理
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

の
論
証
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
言
語
こ
そ
が
、
語
ら
れ
た
言
葉（parole parlée

）に
対
照
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
語
り

つ
つ
あ
る
言
葉（parole parlante

）﹇
註
5
﹈で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
を
取
り
上
げ
、〔
そ
の
使
用
に
お
い
て
は
、〕ラ
ン
グ
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
人
が
ラ
ン
グ
の
諸
規
約
を
自
然

的
な
も
の
と
み
な
し
て
お
り〔
①
〕、
彼
に
お
い
て
は
見
え
る
も
の
と
生
き
ら
れ
る
も
の
と
が
言
語（langage

）に
巻
き
つ
き
、

ま
た
言
語
が
見
え
る
も
の
と
生
き
ら
れ
る
も
の
と
に
巻
き
つ
い
て
い
る
と
い
う
そ
の
事
態
、
ま
た
彼
の
見
る
無
言
の
風
景
の

分
節
と
彼
の
言
葉
の
分
節
と
の
交
流〔
②
〕、
最
後
に
、
意
味
や
思
考
へ
と
翻
訳
さ
れ
る
必
要
の
な
い
作
動
し
つ
つ
あ
る
言
語

〔
③
〕〔
…
〕を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ゴ
ス
こ
そ
は
、
絶
対
に
普
遍
的
な
主
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
哲
学

の
主
題
な
の
で
あ
る（V

I, 165-166/174-175

）。（〔 

〕内
挿
入
は
論
者
に
よ
る
。）
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こ
の
箇
所
か
ら
我
々
は
、「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」が
三
つ
の
特
性
の
も
と
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
順
に
解
釈
し
て
い
こ
う
。

一
点
目
は
、「
ラ
ン
グ
の
諸
規
約
を
自
然
的
な
も
の
と
見
な
す
」性
格
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
語
話
者
は
、
そ
れ
が
ご
く
日
常
的

な
会
話
の
場
面
で
あ
れ
、
論
文
執
筆
や
愛
の
囁
き
の
場
面
で
あ
れ
、
語
ろ
う
と
す
る
内
容
と
語
ろ
う
と
す
る
語
や
表
現
と
の
適
合
の

具
合
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
文
法
規
則
を
意
識
化
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
語
る
・
書
く
主
体
が

言
葉
を
用
い
る
場
合
、
彼（
女
）は
自
ら
の
言
語
の
統
辞
の
体
系
を
自
明
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
す（
①
）。

二
点
目
は
、
言
葉
を
話
す
人
間
に
と
っ
て
は「
見
え
る
も
の
・
生
き
ら
れ
る
も
の
と
言
語
と
が
互
い
に
巻
き
つ
い
て
」お
り
、
そ

し
て「
無
言
の
風
景
の
文
節
と
言
葉
の
分
節
と
が
交
流
し
て
い
る
」と
表
現
さ
れ
る
事
態
を
指
す
。
前
者
か
ら
解
釈
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
体
の
語
る
言
語
と
は
、
主
体
が
見
た
も
の
や
経
験
し
た
も
の
そ
れ
自
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
に
適
応
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
そ
の
言
語
は
、
発
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
に
お
け
る
言
語

の
総
体
を
変
容
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
主
体
が
見
て
、
生
き
る
と
い
う
経
験
の
あ
り
方
に
影
響
を
与
え
、
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う

に
、
経
験
さ
れ
る
も
の
と
、
経
験
を
語
る
言
語
と
が
互
い
に
影
響
関
係
に
あ
る
。

そ
う
し
た
影
響
関
係
は
、「
無
言
の
風
景
」の
自
発
的
な
形
態
化
と
、
主
体
に
お
け
る「
言
葉
」の
分
節
化
と
い
う
領
域
に
お
い
て

も
生
じ
て
い
る
。
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
知
覚
さ
れ
る
風
景（
世
界
）﹇
註
6
﹈の
側
に
も
、
主
体
に
対
し
働
き
か
け
る
あ
る
種
の

分
節
化
の
作
用
を
認
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
知
覚
さ
れ
た
風
景
に
対
す
る
言
語
的
な
分
節
化
の
侵
襲
の
み
な
ら

ず
、
風
景
の
側
に
も
あ
る
種
自
発
的
な
形
態
化
、
主
体
に
対
す
る
分
節
化
の
要
請
を
も
認
め
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
両
分
節
化
の
作

用
が
拮
抗
し
関
わ
る（「
交
流
す
る
」﹇
註
7
﹈）場
面
に
お
い
て
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
が
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う（
②
）。

そ
し
て
三
点
目
は
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
が「
意
味
や
思
考
へ
と
翻
訳
さ
れ
る
必
要
の
な
い
作
動
し
て
い
る
言
語
」だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
話
者
や
筆
者
が
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
逐
一
、
主
体
が
言
語
的
に
表
現
す
る
以
前

に
十
全
に
保
有
し
、
そ
れ
を
翻
訳
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ま
さ
に
発
話
中
に
、
発
話
す
る
こ
と
に
お
い
て
把
握
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さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」と
は
、
辞
書
的
な
意
味
や
説
明
へ
の
翻
訳
を
逐
一
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い（
③
）。

語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
と
は
以
上
の
三
点
の
特
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
特
性
を
持
つ
言

葉
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
沈
黙
と
言
語
と
い
う
二
元
論
を
め
ぐ
る
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
の
方
法
上
の
困
難
を
解
決

す
る
要
で
あ
り
、
ま
た
哲
学
的
主
題
と
な
る
。

こ
の
三
点
の
性
格
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
に
関
す
る
文
脈
で
周
知
の
事
実
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
こ
で
我
々
が
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
の
使
用
の
場
面
に
お
い
て
、
言
語

と
知
覚
し
て
い
る
世
界
と
の
間
に
相
互
的
な
影
響
関
係（
②
）が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
に
よ
っ

て
、
発
話
す
る
主
体
に
と
っ
て
は
そ
の
手
段
が
自
明
視
さ
れ
て
お
り（
①
）、
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
主
体
が
言
い
当
て
よ
う
と
す
る

内
容
も
、
非
定
立
的
な
も
の
と
し
て
自
明
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と（
③
）で
あ
る
。
こ
の
三
点
目
に
つ
い
て
更
に
言
い
換
え
れ

ば
、
知
覚
や
、
た
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と（
無
音
や
白
紙
）と
は
全
く
別
の
種
類
の
、
非
定
立
的
で
黙
し
た
領
域
が
創
造
的
な
言
語
行

為
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
を
沈
黙
と
い
う
論
点
か
ら
記
述
し
直
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
語
る
主
体
は
語
ら
れ
た
言
葉
の
集
積
と
し
て
の
ラ
ン
グ
の
体
系﹇
註
8
﹈を
意
識
す
る
こ
と
な
く
用
い
る（
沈
黙
A

〔
①
〕）。
そ
の
主
体
は
、
文
化
的
既
得
物
か
ら
の
影
響
に
浸
さ
れ
て
も
い
る
定
立
以
前
的
な
知
覚〔
沈
黙
B〔
②
〕〕に
お
い
て
見
た
り
経

験
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
発
話
や
執
筆
中
に
そ
れ
自
身
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
未
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と（
沈
黙
C

〔
③
〕）を
語
る
。
そ
の
よ
う
な
、
主
体
に
お
い
て
未
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
語
る
場
面
で
は
、
風
景
か
ら
の
秩
序
の
出
現
と
人

間
に
よ
る
言
語
的
・
文
化
的
な
風
景
の
分
節
化
、
及
び
、
す
で
に
語
ら
れ
た
言
語
的
所
与
と
未
だ
存
在
し
き
っ
て
い
な
い
語
り
つ
つ

あ
る
言
葉
に
よ
る
言
語
と
が
拮
抗
す
る
。
す
な
わ
ち「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」と
は
、
こ
れ
ら
三
種
の
沈
黙
│
言
語
表
現
の
手
段

と
な
る
文
法
規
約
等
の
言
語
的
沈
澱
、
言
語
・
文
化
的
影
響
を
受
け
て
も
い
る
知
覚
、
そ
し
て
未
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
間
で

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
こ
の
未
だ
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
言
い
当
て
よ
う
と
さ
れ
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る
内
容
と
し
て
の
沈
黙
C
の
み
が
、
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
未
だ
存
在
者
に
な
り

�

�

�

�

�

�

�

�

き
っ
て
い
な
い

�

�

�

�

�

�

と
い
う
こ
と
に
、
改
め
て
注
意
を
促
し
た
い
。

以
上
か
ら
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
の
使
用
の
場
面
に
は
三
つ
の
沈
黙
と
呼
び
う
る
よ
う
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
導
か
れ

た
。
こ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
こ
の
沈
黙（
無
言
の
世
界
）と
い
う
概
念
の
性
格
を
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
沈
黙
と
し
て
は
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
文
化
的
既
得
物
と
し
て
の
側
面﹇
註
9
﹈を
、
生
活
世
界
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
よ
う
。

2
　
沈
黙の
世
界の二
義
性

語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
沈
黙（
無
言
の
世
界
）か
ら
言
語
へ
の
移
行
を
実
現
す
る
と
い
う
事
態
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
自
身

が「
沈
黙
の
世
界
は
、
ま
さ
し
く
主
題
化
さ
れ
な
い
生
活
世
界（Lebenswelt

）と
し
て
」（V

I, 222/239

）存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
生
活
世
界
へ
の
還
帰
と
い
う
哲
学
的
企
図
と
重
ね
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も
あ
る﹇
註
10
﹈。
本
節
で
は
、
沈
黙
の
世

界
と
生
活
世
界
と
が
単
に
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
問
題
系
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
両
者
の
様
態
に
お
い
て
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
提
示
す
る
。
そ
の
上
で
、
沈
黙
の
世
界
の
内
実
を
改
め
て
規
定
し
、「
沈
黙
の
世
界
に
よ
る
前
言
語
と
言
語
の
裏
打
ち
」と
い

う
事
態
を
読
解
す
る
足
掛
か
り
と
す
る
。

生
活
世
界
と
は
、
一
方
で
は
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
根
源
的
な
世
界
地
平
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
知
覚

世
界
を
含
む
還
元
の
施
さ
れ
る
べ
き
存
在
者
全
体
を
包
括
す
る
よ
う
な
、
全
体
的
か
つ
歴
史
的
・
文
化
的
世
界
で
あ
る
と
い
う
二
義

性﹇
註
11
﹈を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
1
9
5
9
年
1
月
の

研
究
ノ
ー
ト
に
お
い
て
、
知
覚
さ
れ
る
世
界
と
哲
学
と
の
関
係
を
論
じ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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我
々
が
語
っ
た
こ
と
や
我
々
が
語
る
こ
と
の
全
て
が
沈
黙
の
世
界
を
含
意
し
て
い
た
し
、
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
沈
黙

の
世
界
は
、
ま
さ
し
く
主
題
化
さ
れ
な
い
生
活
世
界
と
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ〔
沈
黙
の
世
界
〕は
、
あ
る
意
味

で
は
、
そ
れ〔
沈
黙
の
世
界
〕を
記
述
す
る
言
表（énoncé

）そ
の
も
の
に
よ
っ
て
さ
え
や
は
り
、
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と

し
て
含
意
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た〔
沈
黙
を
記
述
す
る
〕言
表
そ
の
も
の
も
そ
れ
は
そ
れ
で
沈
殿
さ
せ
ら
れ
、

生
活
世
界
に
よ
っ
て「
取
り
戻
さ
れ
」、
そ
れ
ら
の
言
表
が
生
活
世
界
を
包
含
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
言

表
が
生
活
世
界
の
う
ち
に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
言
表
が
あ
ら
ゆ
る
自
明
性
を
言
外
に
含
ん
で

い
る
以
上
、
そ
れ
ら
の
言
表
は
生
活
世
界
の
う
ち
に
す
で
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（V

I, 222/239

）。

こ
の
記
述
を
我
々
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
沈
黙
の
世
界
を
記
述
す
る
言
表
は
、
す
で
に
語
ら

れ
、
沈
殿
し
た
言
語
的
既
得
物
と
い
う
自
明
性
を
土
台
に
成
立
す
る
以
上
、
そ
の
言
表
は
沈
黙
の
世
界
を
含
意
す
る
。
次
い
で
そ
の

言
表
も
、
発
せ
ら
れ
、
間
主
観
的
獲
得
物
と
な
る
こ
と
で
、
沈
黙
の
世
界
の
一
部
と
な
る
。
言
表
行
為
に
お
け
る
自
明
な
前
提
と
、

言
表
の
沈
澱
の
、
言
表
そ
れ
自
体
と
の
循
環
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沈
黙
の
世
界
に
は
生
活
世
界
と
同
様
の
二
重
性
が
存

す
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
沈
黙
の
世
界
と
生
活
世
界
と
が
同
様
の
構
造
を
持
つ
二
義
的
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
沈
黙
の
世
界
が
少
な
く
と
も
言
語
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
生
活
世
界
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
沈
黙
と
は
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
す
で
に
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

前
節
か
ら
の
議
論
を
引
き
受
け
れ
ば
、
こ
の
言
表
が
含
む「
自
明
性
」と
は
、
主
体
が
言
語
的
表
現
行
為
を
遂
行
す
る
に
お
い
て

自
明
視
さ
れ
る
文
法
規
約
や
既
存
の
意
味
体
系
と
い
っ
た
表
現
の「
手
段
」を
指
す
。
こ
う
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
地
平

が
文
化
的
世
界
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
言
葉
は
沈
黙
に
包
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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3
　「
前
言
語
」の
位
置づけ
と
その
意
義

以
上
か
ら
、
発
話
行
為
に
お
け
る「
沈
黙（
無
言
の
世
界
）」が
、
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
言
語
行
為
に
お

け
る「
沈
黙
」が「
生
活
世
界
」と
同
様
に
言
語
的
沈
澱
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
三
要
素
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一

に
、
自
明
な
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
文
法
規
約
を
含
む
言
語
的
所
与（
沈
黙
A
）、
第
二
に
、
言
語
・
文
化
的
な
諸
所
与

の
侵
襲
を
既
に
受
け
て
い
る
風
景
の
知
覚（
沈
黙
B
）、
そ
し
て
第
三
に
、「
前
言
語
」と
名
指
さ
れ
る
、
未
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
が
語

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
意
味（
沈
黙
C
）の
三
点
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
我
々
は
、
言
語
的
達
成
と
沈
黙
が
相
互
包
摂
的
な
関
係
に
あ

る
こ
と
を
、
生
活
世
界
の
二
義
性
と
照
応
す
る
仕
方
で
解
釈
し
た
。
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
冒
頭
に
我
々
が
提
起
し
た

「
前
言
語
」の
位
置
付
け
と
意
義
を
確
定
し
て
い
こ
う
。
再
度
引
用
し
よ
う
。

哲
学
そ
れ
自
身
が
言
語（langage

）で
あ
り
、
言
語
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
哲
学
は
、
言
語
に
つ
い
て

語
る
資
格
を
失
う
わ
け
で
も
、
前
言
語（pré-langage

）、
そ
し
て
言
語
と
前
言
語
を
裏
打
ち（doubler

）す
る
と
こ
ろ
の
無
言
の
世

界（m
onde m

uet

）に
つ
い
て
語
る
資
格
を
失
う
わ
け
で
も
な
い（V

I, 166/175

）。

こ
の
引
用
か
ら
我
々
は
、
無
言
の
世
界
は
、
言
語
の
み
な
ら
ず
、「
前
言
語
」と
呼
ば
れ
る
も
の
も
下
支
え
し
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
言
語
は
言
語
の
手
前
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
言
語
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
無
言
の

世
界
を
前
提
と
す
る
。
前
言
語
と
は
無
言
の
世
界
と
言
語
と
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
の

議
論
の
対
象
で
も
あ
る
。

第
一
節
の
議
論
よ
り
、
沈
黙
か
ら
言
語
へ
の
移
行
を
実
現
す
る
も
の
は
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
と
呼
ば
れ
る
言
葉
な
の
で
あ
っ
た
。
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第
一
節
、
第
二
節
で
の
議
論
を
総
合
的
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
前
言
語
」の
位
置
付
け
、
及
び
沈
黙
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

前
提
と
し
て
、
言
語
は
ラ
ン
グ
や
既
存
の
意
味
と
い
っ
た
言
語
的
沈
澱（
沈
黙
A
）に
裏
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
言
表
は
、

そ
れ
ら
言
語
的
既
得
物
を
前
提
と
し
、
ま
た
間
接
的
に
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
意
味
な
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。
沈
黙
を

語
る
言
語（「
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
」）も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
言
語
的
既
得
物
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
今
・
こ
こ
の
私
の
身
体
に
お
い
て

生
じ
、
文
化
的
・
歴
史
的
所
与
の
影
響
を
受
け
て
も
い
る
非
定
立
的
な
知
覚（
沈
黙
B
）に
基
づ
い
て
、
未
だ
十
全
に
は
実
現
さ
れ
て

い
な
い
も
の（
沈
黙
C
）を
語
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
非
定
立
的
知
覚
と
し
て
の
沈
黙
と
、
言
語
的
所
与
と
し
て
の
沈
黙
の
両
者

を
、
無
言
の
世
界
の
内
実
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
言
語
の
手
前
に
位
置
し
、
無
言
の
世
界
を
前
提
と
す
る「
前
言
語
」が
、「
未
だ
十

全
に
は
実
現
さ
れ
て
い
な
い
が
語
ら
れ
つ
つ
あ
る
も
の
」を
指
す
こ
と
が
帰
結
す
る
。

語
り
の
場
面
に
お
い
て
、
ラ
ン
グ
を
含
む
言
語
的
所
与
と
風
景
の
非
定
立
的
知
覚
と
が
循
環
的
な
影
響
・
包
含
関
係
を
持
つ
。
そ

の
よ
う
な
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
は
、「
前
言
語
」な
る
も
の
を
言
語
へ
と
実
現
し
て
ゆ
く
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
語
論
に
お

い
て
こ
の
よ
う
な
不
完
全
な
存
在
者
を
措
定
す
る
こ
と
は
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
か
。

本
稿
が
取
り
組
む
べ
き
最
後
の
課
題
は
、
無
言
の
世
界
と
言
語
の
世
界
の
媒
介
を
果
た
す「
前
言
語
」の
内
実
と
、
そ
の
哲
学
的

意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
は
1
9
5
9
年
9
月
の
研
究
ノ
ー
ト「
知
覚
し
つ
つ
あ
る
主
体
、
語
り
つ
つ
あ
る
主
体
、
思
考
し
つ
つ
あ
る

主
体
」に
お
い
て
、
哲
学
者
自
身
で
も
あ
る
よ
う
な
語
り
つ
つ
あ
る
主
体
と
そ
の
言
語
行
為
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

語
り
つ
つ
あ
る
主
体
、
そ
れ
は
あ
る
実
践

�

�

（praxis

）の
主
体
で
あ
る
。
こ
の
主
体
は
、
語
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
言
葉
を
、
思
考

の
対
象
な
い
し
観
念
的
対
象
と
し
て
己
の
前
に
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
言
葉
を
所
有
し
て
い
る
の
は
、
私
の
身
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体
が
、
そ
の
赴
か
ん
と
す
る
場
所
を
予
持

�

�

（Vorhabe

）し
て
い
る
と
い
う
の
と
同
じ
種
類
の
あ
る
予
持
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
語
り
つ
つ
あ
る
主
体
と
は
、
こ
れ
こ
れ
特
定
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン（tel ou tel signifiant

）の
あ
る
種
の
欠
如
体

（un certain m
anque

）に
他
な
ら
な
い〔
…
〕し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
新
た
な
目
的
論
で
あ
る〔
…
〕（V

I, 251-252/288

）。

我
々
が
す
で
に
確
認
し
、
ま
た
こ
こ
で
も
改
め
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
語
り
つ
つ
あ
る
主
体
は
自
ら
の
語
ろ
う
と
す
る
内
容
を
す

で
に
十
全
な
仕
方
で
保
有
し
、
そ
れ
を
言
語
に
翻
訳
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
語
り
つ
つ
あ
る
最
中
の
彼（
女
）は
、
彼

（
女
）自
身
、
語
ら
れ
る
べ
き
内
容
の「
欠
如
体
」と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
主
体
の「
語
り
」は
、「
新
た
な
目
的
論
」で
あ
る
よ
う
な

一
種
の
予
持﹇
註
12
﹈を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。「
こ
れ
こ
れ
特
定
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン（tel ou tel signifiant

）」の
欠
如
、
す
な
わ
ち
未
だ
そ

れ
と
し
て
十
全
に
は
保
有
さ
れ
て
い
な
い
が
、
言
い
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
て
い
る
こ
の
特
殊
な
状
態
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く

現
在
議
論
し
て
い
る「
前
言
語
」で
あ
る
。
あ
た
か
も
身
体
が
意
識
せ
ず
と
も
自
ら
を
あ
る
場
所
に
赴
か
せ
る
が
ご
と
く
、
語
る
主

体
は
、
自
ら
が
埋
め
ら
れ
る
べ
き「
前
言
語
」の
よ
う
な
欠
如
体
と
し
て
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
予
期
し
な
が
ら
語
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な「
先
取
り（prépossession

）の
力
」（V

I, 137/143

）の
た
め
に
、
我
々
は
自
ら
が
十
全
な
仕
方
で
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
、
知
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
は「
自
分
が
そ
の
一
部
を
な
す

よ
う
な
ひ
と
つ
の
個
体
発
生（ontogenèse

）を
表
現
し
て
い
る
」（V

I, 137/143

）と
さ
え
呼
ば
れ
る
。
こ
の「
未
だ
完
全
に
は
存
在
し
き
っ

て
い
な
い
存
在
者
」と
い
う
特
殊
な
存
在
様
態
を
起
点
に
、
文
化
的
既
得
物
や
主
体
の
知
覚
と
の
交
流
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
言
語

論
は
、
発
生
論
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
把
握
し
な
い「
前
言
語
」を
認
め
、
予
持
を
通
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
事

態（「
個
体
発
生
」）を
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
で
あ
り
発
生
論
と
解
釈
し
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
予
期
さ
れ
た
発
生
の
起
点

を
、「
前
言
語
」と
い
う
未
だ
存
在
せ
ざ
る
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
存
在
者
に
置
く
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
前
言
語
」が
、
文
化
的
・
歴
史
的
既
得
物
を
背
景
に
し
た
上
で
な
お
措
定
さ
れ
得
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
既
存
の
意
味
や
文



27 後期メルロ゠ポンティにおける「沈黙」の位相

法
体
系
に「
未
だ
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
前
言
語
」が
理
論
的
に
担
保
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
審
級
は
次
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
沈
黙
か
ら
言
語
へ
の
移
行
を
無
か
ら

の
自
在
な
操
作
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
歴
史
的
・
文
化
的
な
働

き
か
け
に
全
面
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
創
出
、
発
生
を
、
理
論
的
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
我
々
は
、「
前
言
語
」と
い
う
審
級
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
沈
黙
と
言
語
と
い
う
二
分
法
が
調
停
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
へ
と
、

そ
し
て
言
語
・
文
化
的
沈
澱
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
の
外
部
へ
と
、
議
論
の
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の「
前
言
語
」と
い

う
概
念
は
、
時
に「
沈
黙
」や「
欠
如
体
」と
い
っ
た
語
で
言
い
換
え
ら
れ
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
著
作
全
体
を
通
し
て
も
多
く
は

見
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
語
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
概
念
に
忠
実
に
寄
り
添
い
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
我
々

は
、
後
期
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
言
語
論
を
、
と
り
わ
け
難
解
と
さ
れ
る「
沈
黙
」の
概
念
と
と
も
に
、
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
だ
ろ
う
。

終
わ
りに

本
稿
で
は
、
ま
ず
従
来
二
項
関
係
と
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
沈
黙
と
言
語
の
関
係
を
、
第
三
項
と
し
て
の「
前
言

語
」に
つ
い
て
の
記
述
の
注
釈
を
通
し
て
再
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
沈
黙
」な
い
し「
無
言
の
世
界
」を
、
従
来
理
解
さ
れ

て
き
た「
非
定
立
的
知
覚
」と
い
う
特
徴
に
加
え
、
言
語
的
既
得
物（
沈
殿
）、
そ
し
て
未
だ
存
在
し
て
い
な
い
が
予
期
的
に
語
ら
れ
る

も
の（
前
言
語
）と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
。
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
が
作
動
す
る
場
面
に
お
い
て

は
、
沈
黙
は
生
活
世
界
の
二
義
性
と
照
応
す
る
二
義
性
、
す
な
わ
ち
、
反
省
的
に
定
立
さ
れ
る
以
前
の
知
覚
と
、
語
る
水
準
に
お
い

て
前
提
と
さ
れ
る
言
語
的
既
得
物
と
い
う
二
つ
の
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
知
覚
の
水
準
に
お
い
て
も
ま
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た
、
言
語
的
既
得
物
を
含
む
文
化
的
所
与
と
風
景
と
が
相
互
的
な
影
響
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
既
存
の
言
語
や
文
化
の
外
部
に
あ
る
と
思
し
き「
前
言
語
」が
、
語
る
べ
き
も
の
と
し
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
し
た「
前
言
語
」は
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る「
言
語
」の
前
提
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
前
言

語
と
呼
ば
れ
る
審
級
が「
未
だ
生
成
し
き
っ
て
い
な
い
存
在
者
」と
い
う
、
あ
る
特
殊
な
存
在
様
態
に
置
か
れ
、
ま
さ
し
く
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
れ
は「
言
語
」と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の「
前
言
語
」と
い
う
地
点
で
は
、
沈
黙
と
言
語
と
い
う
二
分
法
か
ら
の
脱
却
が
起
こ
っ
て
い
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
言
語
的
発
生
の
起
点
を
、
沈
黙
と
言
語
の
交
点（「
前
言
語
」）に
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
包
含
関
係
に
巻

き
込
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
主
題
化
に
お
い
て
常
に
大
き
な
困
難
を
孕
む「
沈
黙
の
世
界
」の
主
題
化
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
沈
黙
と
言
語
と
い
う
二
極
の
接
合
す
る
地
点
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沈
黙
／
言
語
と
い
う
不
可
能
な

二
項
対
立
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
人
が
文
化
的
蓄
積
と
い
う「
無
言
の
世
界
」に
依
存
し

つ
つ
も
そ
れ
に
全
面
的
に
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
語
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

こ
と
が
、
理
論
的
に
担
保
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
帰
結
す
る
。
そ
う
し
た
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
後
期
言
語
論
が
、
メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
の
発
生
論
と
も
接
続
さ
れ
る

こ
と
を
示
唆
し
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

注﹇
1
﹈ 

こ
の
点
を
指
摘
し
た
先
行
研
究
は
数
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、N

oble, Stephen

（Silence et langage : G
enèse de la 

phénom
énologie de M

erleau-Ponty au seuil de l’ontologie, Brill, 2014, p.192

）
やK

ristensen, Stefan

（Parole et subjectivité : M
erleau-

Ponty et la phénom
énologie de l’expression, 2010, p.259

）は
こ
の
問
題
を
移
行
と
し
て
、
加
國
尚
志（「
沈
黙
の
詩
法
」、『
思
想
』第

1
0
1
5
号
、
2
0
0
8
年
、28-46

頁
、
30
頁
）は
両
者
を
循
環
関
係
と
し
て
整
理
す
る
。
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﹇
2
﹈ 

本
論
文
で
は
、 « parole » 

を「
言
葉
」、 « langage » 

を「
言
語
」、 « langue » 

を「
ラ
ン
グ
」と
訳
出
し
た
。
な
お
、「
語
り
つ
つ
あ
る
」と

い
う
訳
語
は
加
國（
前
掲
論
文
）を
踏
襲
し
た
。

﹇
3
﹈ 

メ
ル
ロ
゠
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
沈
黙
は
、
少
な
く
と
も『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』に
代
表
さ
れ
る
後
期
哲
学
に
限
定
す
れ
ば
、

前
反
省
的
で
根
源
的
な
知
覚
経
験
を
指
す「
知
覚
の
沈
黙
」（V

I, 316/397

）と
、
言
葉
が
そ
こ
に
混
ぜ
あ
わ
さ
れ
、「
言
語
を
包
み
続
け
」

（V
I, 230/252

）る
よ
う
な
、
言
語
行
為
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
沈
黙
と
が
、
関
係
す
る
と
は
言
え
区
別
さ
れ
て
き
た
。
前
者
は
、
例
え

ばBim
bnet

（N
ature et hum

anité -- le problèm
e anthropologique dans l’œuvre de M

erleau-Ponty, Vrin, 2004, p.233

）の
指
摘
に
あ
る
よ

う
に
、
主
観
の
経
験
で
あ
り
知
覚
な
い
し
知
覚
的
世
界
を
指
す
。
し
か
し
、
本
論
で
い
っ
そ
う
問
題
と
な
る
後
者
の
沈
黙
の
解
釈
に
は

異
同
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
対
話
に
お
け
る
過
剰
な
饒
舌
と
対
比
さ
れ
る
よ
う
な
、
話
者
の
真
意
を
表
現
す
る
た
め
の
効
果
的
間
合

い（M
asset, Pierre, « La parole et le silence », Le langage, 13èm

e congrès des sociétés de philosophe de langue français I, Section I B

（L’expression, le dialogue, les lim
ites de l’expression

）, 1966, p.76

）や
、
存
在
者
が
そ
こ
で
存
在
す
る
た
め
の
絶
対
的
な
る
非
存
在

（Solère, Jean-Luc, « Silence et philosophie », Revue Philosophique de Louvain, 14èm
e série, tom

e 103, n 4, 2005, p.618

）、
言
語
が
実

現
さ
れ
た
後
に
措
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
懐
古
的
錯
覚（Stefan K

ristensen, « Foi perceptive et foi expressive », Chiasm
i international, n

° 
5, 2003, pp.259-282, p.275

）、
常
に
語
ら
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
は
ら
ん
だ（prégnante

）も
の（N

oble, Stephen, Silence et langage : 

G
enèse de la phénom

énologie de M
erleau-Ponty au seuil de l’ontologie, Brill, 2014, p.247

）な
ど
。
し
か
し
本
稿
は
、
上
記
の
先
行
研
究

と
は
異
な
り
、
沈
澱
と
し
て
解
釈
す
る
。

﹇
4
﹈ 

本
論
で
は
、「
沈
黙（silence

）」「
沈
黙
の
世
界（m

onde silencieux

）」「
無
言
の
世
界（m

onde m
uet

）」と
い
っ
た
言
葉
を
区
別
な
く
用

い
る
が
、
文
章
中
で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に「
沈
黙
」と
い
う
語
を
中
心
に
使
用
す
る
。

﹇
5
﹈ 

こ
の
区
別
は『
知
覚
の
現
象
学
』以
来
の
も
の
で
あ
り
、『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』に
お
い
て
も
基
本
図
式
は
引
き
継
い
で
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
次
的
言
語
、
語
ら
れ
た
言
葉
、
経
験
的
言
語
に
対
し
、
一
次
的
言
語
、
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
、
超
越
論
的
言
語

が
対
比
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Landes, D

onald, M
erleau-Ponty and the paradoxes of expression, Bloom

sbury, 2013

を
参
照
。

﹇
6
﹈ 

こ
う
し
た
、
知
覚
さ
れ
た
風
景
の
自
発
的
形
態
化
と
い
う
議
論
は
、
当
然
、
知
覚
そ
れ
自
体
が
自
ら
形
態
化
す
る
全
体
化
の
原
理
が
備

わ
っ
て
い
る
と
す
る『
知
覚
の
現
象
学
』で
の「
現
象
野
」の
分
析
を
引
き
受
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、『
見
え
る
も
の
と

見
え
な
い
も
の
』に
お
い
て
、
こ
こ
で
の「
無
言
の
風
景
の
分
節
」と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
経
験
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た「
文
化
に
よ
る

知
覚
の
形
成
作
用
」（V

I, 265

）と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
制
度
化
さ
れ
た
知
覚
に
先
行
す
る「
野
生
の
知
覚
」に
含
ま
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れ
る
働
き
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
極
め
て
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

﹇
7
﹈ 

こ
こ
で
の「
交
流（échange

）」の
解
釈
は
、
す
な
わ
ち
、
主
体
が
風
景
へ
と
開
か
れ
、
風
景
を
一
方
的
に
分
節
化
す
る
わ
け
で
は
な
く

風
景
か
ら
も
規
定
を
受
け
る
と
い
う
解
釈
は
、
主
体
の
諸
感
覚
器
官
が
事
物
の
構
造
に
開
か
れ
る
こ
と
で
感
覚
的
な
も
の
と
互
い
に
関

わ
り
合
う
と
い
う
、『
知
覚
の
現
象
学
』に
お
け
る
議
論（「
感
覚
と
は
共
存
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
に
他
な
ら
な
い
」（PhP, 243-

245/15

））を
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

﹇
8
﹈ 
語
り
つ
つ
あ
る
言
葉
が
ラ
ン
グ
を
構
成
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。「
ま
さ
し
く
言
葉

（parole
）こ
そ
が
意
味
作
用
と
し
て
の
、
ま
た
そ
の
意
味
作
用
の
主
体
と
し
て
の
私
の
前
に
あ
る
意
思
疎
通（com

m
unication

）の
場
、

あ
る
間
主
観
的
な
弁
別
体
系
、
現
在
系
の
ラ
ン
グ〔
…
〕を
構
成
す
る
の
だ
。」（V

I, 227/248

）

﹇
9
﹈ Edie, Jam

es M
.

は
、
沈
黙
と
は「
第
一
義
的
に
は
言
葉（speech

）を
可
能
に
し
、
全
て
の
言
葉
の
背
景
で
も
あ
る
ラ
ン
グ
で
あ
る
」

（Speaking and m
eaning: !

e phenom
enology of language, Indiana U

niversity Press, 1976, p.103

）こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
彼
の
沈
黙
理
解
は
、
次
の
理
由
か
ら
不
充
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
言
葉
の
意
味
と
は「
概
念
的
思
考
の
領
域
と
い

う
超
越
論
的
な
沈
黙
」に
常
に
逃
れ
て
し
ま
う
こ
と
で（ibid., p.103

）、
常
に
言
語
表
現
で
は
捉
え
損
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
更
に
各

言
葉
を「
言
葉
そ
れ
自
体
が
参
照
す
る
と
こ
ろ
の
イ
デ
ア
性
」（ibid., p.106

）を
反
映
し
た
も
の
へ
と
縮
減
し
て
解
釈
す
る
。
す
な
わ

ち
、
言
語
表
現
に
翻
訳
さ
れ
る
べ
き（
そ
し
て
常
に「
言
葉
を
逃
れ
る
」）真
正
な
る
原
本
の
よ
う
な
領
域
を
想
定
し
、
そ
れ
を
沈
黙
と

し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
我
々
が
論
じ
た
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
べ
き
意
味
と
は
語
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
自
ら

の
形
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
イ
デ
ア
的
で
超
越
論
的
な
領
域
に
居
座
り
続
け
る
も
の
だ
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

﹇
10
﹈ 

時
期
は
先
行
す
る
が
、
1
9
5
1
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
国
際
現
象
学
会
議（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
1
9
5
1
年
）で
の
報
告「
言
語
の

現
象
学
に
つ
い
て
」（
1
9
5
2
年
に
刊
行
さ
れ
た
会
議
記
録
で
あ
る『
現
象
学
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
諸
問
題
』に
収
録
さ
れ
、
そ
の
後

『
シ
ー
ニ
ュ
』（
1
9
6
0
年
）に
収
録
）に
お
い
て
も
、「
客
観
化
さ
れ
た
言
語
か
ら
言
葉（parole

）へ
の
還
帰
」（S, 112/145

）が「
生

活
世
界（Lebenswelt

）へ
の
還
帰
」（S, 112/145

）と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
核
心
を
な
す
と
読
み
得
る
記
述
が
あ
る
。

﹇
11
﹈ 

生
活
世
界
と
そ
の
二
義
性
に
関
し
て
は
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ク
レ
ス
ゲ
ス
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
の〈
生
活
世
界
〉概
念
に
含
ま
れ
る
二
義
性
」

（『
現
象
学
の
根
本
問
題【
現
代
哲
学
の
根
本
問
題
】第
8
巻
』（
新
田
義
弘
・
小
田
侃
訳
）、
昇
洋
書
房
、
1
9
7
8
年
、81-104

頁
）を

参
照
し
た
。

﹇
12
﹈ 

時
期
は
遡
る
が
、
1
9
5
1
年
か
ら
1
9
5
2
年
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
言
語
の
秘
儀
」（
ク
ロ
ー
ド
・
ル
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フ
ォ
ー
ル
編
の
遺
稿
集『
世
界
の
散
文
』（
1
9
6
9
年
）に
収
録
）に
お
い
て
、「
真
な
る
も
の
の
先
在
」、
即
ち
あ
る
判
断
や
帰
結
を

真
な
る
も
の
と
認
め
た
場
合
に
そ
れ
が
始
め
か
ら
真
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
懐
古
的
錯
覚
と
は
異
な
る
あ
り
方
と
し
て
、「
予
持

（Vorhabe

）」や「
予
描（prétracer

）」、「
予
告（annoncer

）」、「
予
科（anticiper

）」、
と
い
っ
た
語
が
用
い
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
挙

げ
ら
れ
る「
新
た
な
目
的
論
」の
萌
芽
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
次
の
文
章
を
参
照
。「
そ
れ
ら
の
帰
結
は
、
私
の
思
考

の
生
成
の
う
ち
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
開
か
れ
た
体
系
と
し
て
の
構
造
の
う
ち
に
予
描
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い〔
…
〕。」（PM

, 

178/169

）「
真
理
は
合
致
で
は
な
く
、
予
科
で
あ
り
、
と
り
あ
げ
な
お
し
で
あ
り
、
意
味
の
滑
り
変
化
な
の
で
あ
っ
て
、
一
種
の
隔
た

り
の
中
で
し
か
触
れ
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
。〔
…
〕言
葉（parole

）は〔
…
〕真
理
へ
向
か
う
我
々
の
運
動
の
媒
体
な
の
で
あ
る
。」

（PM
, 180-181/172

）こ
う
し
た
予
期
や
予
科
を
、「
新
た
な
目
的
論
」と
名
づ
け
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
課
題
と
な
る

だ
ろ
う
。
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献
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