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応
募
論
文
〉

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
と
実
存
の
哲
学
―
循
環
す
る
超
越
と
内
在

押お
し
み見　

ま
り

（
聖
心
女
子
大
学
）

は 

じ 

め 

に

二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
（Jean W

ahl, 1888 -1974

）

は
、
し
ば
し
ば
「
哲
学
史
家
」
と
目
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
著
作
に

は
古
今
東
西
の
思
想
が
次
々
に
登
場
し
、
ヴ
ァ
ー
ル
自
身
の
思
想
が
積
極
的
に
語

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
だ
が
多
く
の
著
書
で
は
、
必
ず
し
も
時
代
順
に
各
思
想

が
記
述
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
詩
人
や
画
家
、
現
代
物
理
学
者
な
ど
へ
の
言
及

も
頻
出
す
る
。
ゆ
え
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
単
に
哲
学
史
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
思
想
的
意
図
を
も
っ
て
科
学
や
芸
術
を
含
む
様
々
な
思
想

を
参
照
し
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
哲
学
史
的
記
述
を
方
向

づ
け
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
的
意
図
は
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
近
年

よ
う
や
く
本
格
的
に
研
究
さ
れ
始
め
た
が
、
ヴ
ァ
ー
ル
思
想
の
包
括
的
解
明
に
は

ほ
ど
遠
い
。
さ
ら
に
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヴ
ァ
ー
ル

の
思
想
や
「
実
存
の
哲
学
〔philosophie de l ’existence

）
1
（

〕」
と
の
か
か
わ
り
に

は
あ
ま
り
光
を
当
て
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
哲
学
史
家
」
の
面
を
支
え
る
固
有
の
思

想
を
抽
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
ヴ
ァ
ー
ル
と
「
実
存
の
哲
学
」
の
関
係
の
検

討
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
的
意
図
の
解
明
を
試
み
る
。
考
察
に
際
し
て
は
、

一
九
四
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
ヴ
ァ
ー
ル
の
著
作
を
参
照
し
、
以
下
の
手
順

で
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
実
存
の
哲
学
」
を
い
か
な
る
思
想

と
捉
え
た
の
か
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
記
述
か
ら
精
査
す
る
。
次
い
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
が

「
実
存
の
哲
学
」
か
ら
ど
の
よ
う
な
思
想
を
展
開
し
た
の
か
検
討
す
る
。
最
後
に
、

ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
と
「
実
存
主
義
」
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
。

本
稿
の
考
察
を
通
し
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
固
有
の
思
想
の
輪
郭
を
判
明
に
し
、

ヴ
ァ
ー
ル
が
見
出
し
た
、
哲
学
の
営
み
に
お
け
る
「
実
存
の
哲
学
」
の
意
義
の
解

明
を
目
指
し
た
い
。
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第
一
章　

ヴ
ァ
ー
ル
と
「
実
存
の
哲
学
」

ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
に
お
い
て
「
実
存
の
哲
学
」
は
い
か
な
る
役
割
を

も
つ
の
か
。
こ
の
問
い
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
実
存
の
哲

学
」
を
ど
の
よ
う
な
思
想
と
捉
え
た
の
か
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
章
で
は
、

ヴ
ァ
ー
ル
が
特
に
高
く
評
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
の
記
述

か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
彼
ら
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
か
精
査
す
る
。

第
１
節　

実
存
の
内
の
実
在
―
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

ヴ
ァ
ー
ル
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Søren A

abye K
ierkegaard, 1813 -1855

）
の
思

想
に
深
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
八
年
に
は
七
〇
〇
頁
を
超

え
る
大
著
『
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
』
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

受
容
を
導
い
た
（C

f. 

水
野
（2015

） ）
2
（

）。
他
に
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
へ
の
肯

定
的
な
言
及
が
ヴ
ァ
ー
ル
の
著
作
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
の
序
文
冒
頭

で
、
一
九
世
紀
に
ニ
ー
チ
ェ
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
新
た
な
種
の
思
想
家

が
現
れ
、
実
存
の
哲
学
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
言
説
に
留
保
を
つ
け
る
。
と
い
う

の
は
、
一
九
世
紀
以
前
に
も
そ
の
よ
う
な
思
想
家
や
哲
学
が
存
在
し
た
か
ら
だ

（EH
T 7 ）

3
（

）。
し
か
し
ヴ
ァ
ー
ル
は
直
後
の
段
落
で
、
従
来
の
諸
思
想
に
対
す
る
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
の
新
規
性
が
保
た
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
環
境
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
の
こ
の
終
わ
り
に
お
い

て
、
確
か
に
あ
ら
ゆ
る
類
の
い
わ
ば
枠
組
み
と
し
て
哲
学
の
枠
組
み
が
炸
裂

し
た
。〔
…
〕
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
前
の
ど
の
よ
う
な
思
想
家
が
、
最
も
個
人

的
な
経
験
と
そ
の
固
有
の
歴
史
を
、
そ
の
省
察
の
中
心
に
取
り
あ
げ
た
だ
ろ

う
か
。（ibid.

）

こ
こ
で
ヴ
ァ
ー
ル
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
新
規
性
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
個
人
的

な
経
験
と
歴
史
を
省
察
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
個
的
な
も
の

や
そ
の
経
験
は
伝
統
的
に
、
有
限
で
移
ろ
い
や
す
い
も
の
、
人
間
に
お
け
る
内

在
〔im

m
anence

〕
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
基
礎
づ
け
る
永
遠
不
変
の
実

在
〔réalité

〕
は
、
本
質
や
存
在
、
神
、
精
神
な
ど
と
し
て
人
間
の
外
部
の
超
越

〔transcendance

〕
に
求
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
か
か
る
伝
統
的
哲
学
の
構
図

で
は
、
個
的
な
も
の
や
経
験
は
内
在
と
し
て
副
次
的
な
地
位
し
か
与
え
ら
れ
ず
、

中
心
的
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
が
個
人
的
な
経
験
と
歴
史
を
省
察
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
転
換
な
の
だ
。
で

は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
個
的
な
も
の
の
う
ち
に
何
を
見
出
し
た
の
か
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
を
「
神
の
前
に
在
る
こ
と
」
と
措
定
し

た
が
、
こ
れ
は
、
私
の
存
在
と
し
て
の
個
的
な
実
存
の
内
部
に
、
超
越
的
な
も
の

と
の
関
係
が
条
件
と
し
て
存
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
（PE 31 -32; 36 -37

）。

し
か
も
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
措
定
に
は
「
罪
の
意
識
」
が
逆

説
的
に
含
ま
れ
る
（EH

E 16; 14, PE 46; 56

）。
つ
ま
り
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想

に
お
い
て
は
、
実
在
は
外
部
で
は
な
く
個
人
の
内
部
に
存
し
、
個
人
は
自
ら
の
有

限
性
を
内
省
す
る
こ
と
で
こ
の
実
在
を
見
出
す
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
思
想
は
哲
学
に
お
け
る
伝
統
的
構
図
の
逆
転
と
言
え
よ
う
。
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か
か
る
思
想
は
い
か
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。
ヴ
ァ
ー
ル
『
実
存
の
諸
哲
学
』

に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
は
当
時
の
主
流
哲
学
で
あ
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
思

想
へ
の
対
立
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
体
系
〔systèm

e

〕
に
関
し
て
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
非
難
す
る
（PE 23; 26

）。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に

お
い
て
個
々
の
生
は
、
絶
対
精
神
の
展
開
で
あ
る
体
系
の
一
契
機
と
し
て
、
歴

史
の
な
か
で
定
立
、
反
定
立
、
総
合
と
い
う
弁
証
法
の
運
動
を
な
す
。
つ
ま
り
、

ヘ
ー
ゲ
ル
思
想
に
お
け
る
個
人
の
生
は
、
絶
対
精
神
と
い
う
超
越
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
る
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
体
系
が
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
と
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
ヘ
ー
ゲ
ル

は
体
系
の
開
始
と
終
着
を
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
二
極
の
間
の
体
系
も
媒
介
に

よ
っ
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
体
系
は
実
在
に
接
近
し
え
な
い
か
ら

だ
。
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
体
系
を
構
想
し
た
こ
と
自
体
が
、
体
系
に
よ
っ
て
個

人
の
生
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
攻
勢
に
出
て
、
実
際
体
系
が
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
示
し

う
る
。
実
存
の
体
系
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
体
系
は
現
実
に
自
ら
を
構
成
し

え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を
始
め
る
の
か
。
そ
し
て
こ

れ
こ
そ
実
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
自
ら
に
措
定
し
た
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
は
厳
密
に
言
え
ば
終
わ
ら
な
い
、
と
い

う
の
も
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
我
々
に
人
倫
〔éthique

〕
を
与
え
る
場
合

に
し
か
終
わ
ら
な
い
の
だ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
我
々
に
人
倫
を
与
え
な
い
か

ら
だ
。
そ
し
て
、
体
系
は
始
ま
ら
ず
終
わ
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
こ
の
不
在

の
始
ま
り
と
こ
の
不
在
の
終
わ
り
の
中
間
に
は
何
も
あ
り
え
な
い
の
だ
、
と

い
う
の
も
、
こ
の
中
間
は
、
我
々
を
実
在
に
接
近
さ
せ
え
な
い
媒
介
の
観

念
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
／
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
背
後

に
は
何
が
あ
る
の
か
。
体
系
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
一
個
人
だ
。
体
系
の
背

後
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
人
間
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
、
そ
の
実

存
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
体
系
に
つ
い
て
の
彼
の
意
志
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
、
彼
の
体
系
す
べ
て
を
反
証
す
る
個
人
な
の
だ
。（PE 27; 31 -32, C

f. EM
 

37ff.; 45ff.

）

ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
思
想
そ
の
も
の
は
、
歴
史
に
体
系
を
看
取
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
考
か
ら
発
す
る
。
こ
れ
は
、「
体
系
が
存
在
す
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
体
系
を

思
考
す
る

0

0

0

0

か
ら
だ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
生
を
基
礎
づ

け
る
は
ず
の
体
系
の
存
在
が
、
反
対
に
「
思
考
す
る
」
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
個
人
の

生
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
だ
。
体
系
の
存
在
を
証
明
す
る
に
は
、
体
系
が
い
か
に
し

て
開
始
さ
れ
る
の
か
提
示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー

ゲ
ル
が
体
系
の
開
始
も
終
着
も
提
示
し
て
い
な
い
以
上
、
体
系
を
開
始
す
る
の

は
外
部
の
も
の
で
は
な
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
個
人
の
生
、
実
存
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
か
く
て
、
体
系
の
出
発
点
と
な
る
実
在
は
個
的
な
実
存
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
伝
統
的
な
哲
学
の
構
図
を

逆
転
さ
せ
、
人
間
の
個
的
な
実
存
に
実
在
を
見
出
す
こ
と
に
着
目
す
る
。
し
た

が
っ
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
の
思
想
を
、
個
人
の
生
と
い
う
内
在

に
超
越
的
実
在
を
探
す
思
想
と
捉
え
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
内
在
に
超
越
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
論
理
的
循
環
を
招
く
の
で
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は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、「
神
の
前
に
在
る
こ
と
」
と
し
て
の
実
存
の
定
義
は
、

個
的
な
実
存
が
神
と
い
う
超
越
者
と
の
関
係
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が

ゆ
え
に
、
実
存
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
実
存
を
基
礎
づ
け
る
超
越
者
と
の
関
係
を

探
究
す
る
こ
と
へ
帰
結
す
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
超
越
者
と
の
関
係
は
そ
も
そ
も

個
的
な
実
存
が
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
。
か
く
て
、
超
越
者
と
の
関
係
の
探
究

は
再
び
個
的
な
実
存
の
探
究
へ
と
還
流
し
て
し
ま
う
。
か
か
る
循
環
は
、
後
述
の

通
り
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
展
開
す
る
思
想
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

る
。
だ
が
そ
の
前
に
、
も
う
一
人
の
実
存
の
哲
学
者
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
つ
い
て
検

討
し
よ
う
。

第
２
節　

超
越
の
哲
学
と
し
て
の
実
存
の
哲
学
―
ハ
イ
デ
ガ
ー

前
節
で
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
、
超
越
と
実
在
を
内
在
で

あ
る
実
存
の
う
ち
に
見
出
す
点
で
、
伝
統
的
哲
学
に
対
立
す
る
思
想
と
捉
え
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
的
後
継
者
と

見
な
し
て
い
た
哲
学
者
の
一
人
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
（EH

T 40, EH
E 21; 18 -

19, PE 36; 43

）。
本
節
で
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
の
い
か
な
る
点
に

着
目
し
た
の
か
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
記
述
か
ら
検
討
す
る
。

ヴ
ァ
ー
ル
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
存
を
第
一
の
問
題
と
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
古
代
以
来
の
哲
学
史
に
お
け
る
「
存
在
忘

却
」
を
問
題
視
し
、「
存
在
す
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
」
と
い
う
問
い
と
し
て

の
存
在
論
〔ontologie

〕
を
主
題
に
据
え
る
（EH

E 24; 20 -21, PE 7 -8 n.1; 12 -

13 n.1

）。
か
か
る
問
題
意
識
の
下
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
示
す
の
は
、
存
在
（
す
る
こ

と
）〔être

〕
と
存
在
者
〔étant

〕
が
異
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
存
在
―

存
在
論

的
差
異
〔différence onto -ontologique

〕」
で
あ
る
。
存
在
と
存
在
者
が
異
な

る
以
上
、
存
在
そ
の
も
の
に
直
接
接
近
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
存
在
は
存
在
者
の

存
在
の
仕
方
（
存
在
様
態
）
を
通
し
て
露
わ
に
な
る
（PE 59 -60; 73 -74

）。
人
間

の
存
在
様
態
は
他
の
存
在
者
の
存
在
と
は
異
な
り
、
私
が
私
の
生
を
生
き
る
こ
と

と
し
て
の
「
実
存
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
間
の
み
が
、「
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」

と
問
う
こ
と
で
自
ら
の
存
在
に
関
係
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
人
間
を

他
の
存
在
者
か
ら
区
別
し
て
「
現
存
在
〔D

asein

〕」
と
呼
ぶ
（EH

E 24; 21, PE 

60f.; 75f.

）。
こ
の
よ
う
に
、
他
の
存
在
者
と
は
異
な
る
現
存
在
の
存
在
様
態
、
実

存
の
研
究
を
通
し
て
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
は
多
く
の
場
合
、
非
本
来
的
領
域
に
と
ど
ま
り
、
真
に
実
存
し

て
は
い
な
い
。
人
間
が
真
に
実
存
す
る
の
は
、
人
間
が
理
由
な
し
に
存
在
す
る
こ

と
を
示
す
、
不
安
〔angoisse

〕
の
体
験
を
通
し
て
で
あ
る
。
こ
の
不
安
に
よ
っ

て
、
人
間
は
自
ら
が
有
限
な
時
間
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
本
来
的
実
存

に
至
る
。
と
い
う
の
も
不
安
は
、
そ
の
う
ち
で
人
間
に
有
限
性
や
死
と
し
て
の
無

〔néant

〕
の
観
念
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
だ
（EH

E 27; 23 -24, PE 80; 100 -101

）。

人
間
の
実
存
は
こ
の
無
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
有
限
な
も
の
だ
が
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
思
想
に
お
い
て
は
、
実
存
と
い
う
内
在
の
み
が
超
越
し
う
る
。
と
い
う
の

も
、「
超
越
す
る
〔transcender

〕」
と
い
う
語
は
「
〜
へ
上
る
〔m

onter vers

〕」

と
い
う
運
動
を
意
味
し
、
ゆ
え
に
超
越
し
う
る
の
は
、
す
で
に
上
位
に
あ
る
神
で

は
な
く
、
有
限
な
実
存
者
の
み
だ
か
ら
だ
（EH

E 29 -30; 24 -25

）。
か
く
て
、
人

間
が
自
己
を
越
え
る
い
く
つ
か
の
運
動
が
超
越
と
さ
れ
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
超
越
」
の
語
を
五
つ
の
意
味
で
用
い
る
。
第
一
に
、
世
界

の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
、「
世
界
内
存
在
〔In -der -W

elt -sein/ l ’être -dans -le -
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m
onde

〕」
と
し
て
の
世
界
へ
の
超
越
、
第
二
に
、
他
者
〔autrui

〕
と
の
交
わ
り

に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
、「
他
者
た
ち
と
と
も
に
存
在
す
る
こ
と
〔M

iteinander 

sein/ l ’être avec les autres

〕」（PE 35;41

）
あ
る
い
は
「
共
存
在
〔M

itsein

〕」

と
し
て
の
他
者
へ
の
超
越
、
第
三
に
、
有
限
な
自
己
を
引
き
受
け
、
未
来
へ
投
企

す
る
こ
と
〔projeter
〕
と
し
て
の
未
来
へ
の
超
越
、
第
四
に
、「
存
在
―

存
在
論

的
差
異
」
を
了
解
す
る
こ
と
と
し
て
の
存
在
へ
の
超
越
、
そ
し
て
最
後
に
、
存
在

者
と
し
て
無
か
ら
分
離
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
し
て
の
、
無
の
外
に
お
け
る
超
越

で
あ
る
（EH

E 30 -33; 25 -27, PE 69 -71; 87 -89

）。

か
か
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
の
な
か
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
現
存

在
の
実
存
を
規
定
す
る
「
世
界
内
存
在
」
の
概
念
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る

と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
実
存
す
る
〔exister
〕」
と
い
う
語
を
字
義
通
り
「
外
に
―

立
つ
〔ex -sistere

〕」
と
読
み
替
え
、「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
定
義
す
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
語
源
か
ら
引
き
出
す
の
は
、
実
存
す
る
と
は
自
己
の
外

に
在
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
彼
は
、
語
の
本
源
的
な
意
味

で
、
実
存
が
自
然
に
脱
自
的
〔extatique

〕
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。
自
己
の

外
に
在
る
と
は
、
世
界
の
内
に
在
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
デ
カ
ル
ト

の
「
我
在
り
」
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
我
世
界
の
内
に
在
り
」
を
取
っ
て
代
え

る
の
だ
が
、
と
い
う
の
も
、
世
界
か
ら
絶
対
的
に
分
離
さ
れ
た
主
体
は
決
し

て
な
く
、
近
代
哲
学
の
過
ち
こ
そ
、
一
方
に
主
体
を
、
ま
た
他
方
に
主
体
で

な
い
も
の
の
総
体
を
置
い
た
こ
と
だ
か
ら
だ
。（PE 52; 64, C

f. EH
E 30 -31; 

25 -26

）

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
「
実
存
」
を
「
外
に
―

立
つ
こ
と
」
と
捉
え
る
と
、「
実

存
」
と
は
自
己
を
乗
り
越
え
、
私
の
外
部
に
あ
る
世
界
の
内
部
に
立
つ
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
探
究
す
べ
き
自
己
な
い
し
実
存
が
実
存
そ
の
も
の
の
外
に
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
か
く
て
私
は
「
世
界
内
存
在
」
と
定
義
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ

の
思
想
は
近
代
哲
学
と
は
対
照
的
だ
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
デ
カ
ル
ト
以
来

の
近
代
哲
学
は
、
世
界
を
、
認
識
す
る
主
体
〔sujet

〕
に
対
す
る
認
識
さ
れ
る
客

体
〔objet

〕
の
総
体
と
捉
え
て
き
た
か
ら
だ
。
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
提
示
し

た
世
界
観
は
、
人
間
が
そ
こ
に
内
在
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
近
代
哲
学
的
世

界
観
を
覆
す
。
実
際
、
人
間
は
世
界
を
認
識
対
象
と
す
る
以
前
に
、
世
界
内
の
他

の
存
在
者
と
関
係
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
近
代
哲
学
が
構
想
し

た
よ
う
な
、
世
界
か
ら
全
く
分
離
し
た
主
体
の
概
念
は
あ
り
え
な
い
（C

f. PE 35; 

41, EM
 229; 292

）。
し
た
が
っ
て
実
存
、
人
間
の
存
在
様
態
は
「
世
界
内
存
在
」、

「
共
存
在
」
な
の
だ
。

し
か
し
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
実
存
の
定
義
も
や
は
り
、
実
存
の
根
底
に
あ

る
超
越
の
問
題
へ
還
流
す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、「
世
界
内
存
在
」

と
し
て
の
実
存
は
、
世
界
へ
の
私
の
「
脱
自
〔extase

〕」
と
い
う
超
越
運
動
に

基
づ
い
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
私
は
自
己
を
脱
し
、
世
界
の
な
か
で

様
々
な
も
の
の
許
に
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
換
言
す
れ
ば
、
私
の
生
は
外
部
の
世

界
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
私
は
世
界
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
ゆ
え

に
、
実
存
を
問
う
こ
と
は
、
世
界
を
、
超
越
を
問
う
こ
と
へ
と
変
容
す
る
の
だ
。

実
存
の
哲
学
は
超
越
の
哲
学
で
あ
る
。
実
存
と
は
脱
自
で
あ
っ
て
、
語
の

元
の
意
味
で
、
自
己
の
外
に
出
る
こ
と
だ
。
人
間
存
在
と
は
、
そ
れ
が
自
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己
か
ら
出
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
顕
れ
た
も
の
の
傍
に
い
る
こ
と
〔être 

auprès

〕
な
の
だ
。〔
…
〕
現
存
在
そ
れ
自
身
は
自
己
の
外
に
あ
っ
て
、
外

に
投
企
さ
れ
る
。
実
存
は
超
越
す
る
。
実
存
と
超
越
の
二
つ
の
観
念
は
、
世

界
内
存
在
の
観
念
の
う
ち
で
、
傍
に
い
る
こ
と
の
観
念
の
う
ち
で
合
流
す

る
。（EH

T 29 n.1

）

こ
こ
で
は
、
前
節
で
予
示
し
た
循
環
が
明
確
に
示
さ
れ
る
。
伝
統
的
に
有
限
な

内
在
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
個
的
な
生
を
探
究
し
た
こ
と
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
始

ま
る
実
存
の
哲
学
の
新
規
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
両
者
と
も
、
個
的
な
実
存
が
超
越
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
自
己

に
つ
い
て
問
い
、
内
在
を
探
究
す
る
は
ず
の
実
存
の
哲
学
は
、
世
界
や
超
越
に

つ
い
て
問
う
伝
統
的
哲
学
、
形
而
上
学
へ
と
回
帰
す
る
の
だ
（C

f. EM
 12, 220 -

221, 225; 13 -14, 282, 287 -288

）。
こ
の
回
帰
あ
る
い
は
循
環
に
つ
い
て
の
指
摘

は
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る
実
存
の
哲
学
の
理
解
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
ヴ
ァ
ー

ル
は
、
実
存
の
う
ち
に
存
す
る
超
越
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
次
章
で
は
、
実

存
を
基
礎
づ
け
る
超
越
に
つ
い
て
ヴ
ァ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
た
の
か
、
見
て

ゆ
こ
う
。

第
二
章　

ヴ
ァ
ー
ル
と
「
形
而
上
学
的
経
験
」

前
章
で
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
実
存
の
哲
学
」
を
い
か
に
捉
え
た
の
か
検
討
し

た
。
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
始
ま
る
実
存
の
哲
学
は
、
個
人
的

な
生
や
経
験
と
し
て
の
「
実
存
」
を
省
察
す
る
点
で
伝
統
的
哲
学
を
覆
す
。
し
か

し
実
存
は
超
越
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
実
存
の
哲
学

は
超
越
を
問
う
伝
統
的
哲
学
に
回
帰
す
る
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
「
実
存
の
哲
学
」
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
い
か
な
る
思

想
を
展
開
し
た
の
か
。
本
章
で
は
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
い
か
に
し

て
実
存
を
基
礎
づ
け
る
超
越
に
向
き
合
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
。

第
１
節　
「
実
存
の
哲
学
」
か
ら
「
超
越
論
的
経
験
論
」
へ

実
存
を
構
成
す
る
超
越
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た

の
か
。
本
節
で
は
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
序
文
の
記
述
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
思

考
を
追
う
こ
と
に
し
よ
う
。

ヴ
ァ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や
プ
ラ
ト
ン
の
思
弁
的
な
弁
証
法
に
対
し
て
、
ニ
ー

チ
ェ
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
構
築
し
、自
ら
生
き
た
「
実
存
的
弁
証
法
〔dialectique 

existentielle

〕」
を
提
示
す
る
（EH

T 9 -10

）。
こ
の
弁
証
法
は
「
現
前
か
ら
弁
証

法
へ
と
、
後
者
に
場
所
を
譲
る
た
め
に
自
壊
す
る
反
定
立
の
戯
れ
に
よ
っ
て
、
弁

証
法
か
ら
脱
自
へ
と
至
る
」（EH

T 10

）
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
実
存
的
弁
証

法
」
と
は
、
実
存
す
る
主
体
と
、
世
界
や
神
と
し
て
の
超
越
を
両
極
と
す
る
緊
張

関
係
で
あ
り
、
思
考
の
歩
み
で
は
な
く
生
き
ら
れ
る
弁
証
法
で
あ
る
。
続
い
て

ヴ
ァ
ー
ル
は
、
一
九
世
紀
の
英
米
哲
学
に
お
け
る
実
在
論）

4
（

や
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
各
思
想
に
お
け
る
世
界
概
念
の
位
置
の
相
違
に
、
主
体
と
超
越
の
こ

の
弁
証
法
を
見
て
取
る
（EH

T 11 -12

）。

し
か
し
、
次
に
ヴ
ァ
ー
ル
が
示
す
の
は
、
超
越
と
し
て
の
客
体
が
今
や
主
体
と

合
一
す
る
こ
と
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
超
越
的
な
客
体
の
世
界

を
強
調
し
つ
つ
も
、
同
時
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
な
主
体
的
思
考
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を
維
持
す
る
。
ま
た
、
一
般
に
情
念
を
画
に
投
影
し
た
と
さ
れ
る
ゴ
ッ
ホ
と
、
徹

底
的
な
主
観
の
排
除
を
試
み
た
と
さ
れ
る
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
外
部
と
主
観

の
問
題
に
回
帰
す
る
よ
う
に
、
主
体
性
な
い
し
客
体
性
の
追
究
は
結
局
反
転
し
合

一
す
る
（EH

T 13 -15

）。
か
く
て
、
実
存
の
哲
学
を
含
む
当
時
の
「
現
代
哲
学
」

に
よ
り
、
主
客
の
問
題
は
循
環
の
様
相
を
呈
し
、
両
者
の
分
離
は
も
は
や
無
意
味

と
な
る
の
だ
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
よ
う
に
主
客
が
合
一
し
た
哲
学
的
状
況
に
お

い
て
も
、
主
体
と
超
越
と
の
実
存
的
弁
証
法
と
、
思
弁
の
彼
方
の
実
在
を
問
う
実

在
論
と
を
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
合
一
し
た
実
在
論
の
弁
証
法
が
あ
る
と
述

べ
る
（EH

T 16

）。
し
か
し
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
と
同
様
、
弁
証
法
の
出
発
点
と
到
達
点
と
し
て
の
実
在
に
目
を
向
け
る
べ
き
だ

と
主
張
す
る
。

し
か
し
も
し
実
在
論
の
弁
証
法
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
弁
証
法
が
説
明
的

な
項
で
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
、
弁
証
法
は
そ
れ
自
体
実
在
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
る
か
ら
で
し
か
な
い
。〔
…
〕
／
し
か
し
我
々
が
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

弁
証
法
は
そ
れ
自
体
弁
証
法
化
さ
れ
る
場
合
に
し
か
真
に
弁
証
法
で
な
く
、

私
が
言
い
た
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
取
っ
て
代
わ
る
弁
証
法
が
そ
れ

自
体
に
取
っ
て
代
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
非
弁
証
法
的
な
二
項

の
間
に
場
所
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
／
こ
の
こ
と
は
我
々
に
と
っ

て
、
弁
証
法
の
出
発
点
に
、
次
い
で
到
達
点
に
、
知
覚
の
実
在
に
、
そ
し
て

脱
自
と
神
秘
、
超
越
の
契
機
に
、
一
瞥
を
投
げ
か
け
る
た
め
の
機
会
に
な
り

う
る
。（EH

T 16 -17

）

こ
こ
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
弁
証
法
が
す
べ
て
の
も
の
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
、
弁
証

法
そ
れ
自
体
に
も
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
弁
証
法

は
、
自
身
の
反
定
立
で
あ
る
、
非
弁
証
法
的
な
出
発
点
と
到
達
点
に
よ
っ
て
そ
の

存
在
意
義
を
説
明
さ
れ
る
は
ず
だ
。
非
弁
証
法
的
な
出
発
点
と
到
達
点
こ
そ
実
在

で
あ
り
、
こ
の
実
在
は
、
主
体
の
実
存
が
基
づ
く
超
越
と
伝
統
的
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
き
た
。

で
は
、
実
存
を
基
礎
づ
け
る
実
在
に
目
を
向
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ

ろ
う
か
。
ヴ
ァ
ー
ル
が
提
示
す
る
の
は
「
超
越
論
的
経
験
論）

5
（

」
で
あ
る
。

存
在
は
措
定
〔position

〕
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
肯
定
か
ら
出
発
し
て
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
に
類
比
的
な
積
極
哲
学
の
方
と
、
最
も
高
い
経
験
論
の

方
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
そ
の
こ
と
を
示
し
た
が
、
超
越

論
的
経
験
論
〔em

pirism
e transcendantal

〕
が
あ
り
う
る
。〔
超
越
論
的

経
験
論
は
〕
そ
の
う
ち
で
経
験
が
、
い
わ
ば
可
能
的
で
は
な
く
実
在
的
で
あ

る
諸
条
件
を
探
す
〔
も
の
で
あ
る
〕。（EH

T 18

）

ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
言
及
し
つ
つ
、
経
験
が
実
在
的
で
あ
る

た
め
の
条
件
を
探
す
経
験
論
を
「
超
越
論
的
経
験
論
」
と
呼
ぶ
。
で
は
な
ぜ
、
実

存
を
基
礎
づ
け
る
実
在
の
探
究
方
法
と
し
て
超
越
論
的
経
験
論
が
提
示
さ
れ
る
の

か
。
そ
れ
は
実
存
が
、
私
の
生
き
る
私
の
生
、
す
な
わ
ち
私
の
経
験
を
意
味
す
る

か
ら
だ
。
経
験
す
る
た
め
に
は
、
経
験
さ
れ
る
も
の
が
必
要
だ
。
経
験
さ
れ
る
も

の
は
、
差
し
当
た
っ
て
自
己
の
内
に
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
経
験
の
条
件

を
問
う
こ
と
は
外
部
の
経
験
さ
れ
る
も
の
を
問
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
意
味
で
、
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外
的
な
実
在
を
問
う
実
在
論
へ
と
導
か
れ
る
（EH

T 20

）。
か
く
て
、
実
存
を
構

成
す
る
実
在
は
、
私
の
経
験
を
基
礎
づ
け
る
条
件
と
読
み
替
え
ら
れ
う
る
。
実
存

に
お
け
る
実
在
を
問
う
こ
と
は
、
経
験
の
条
件
と
し
て
の
超
越
を
問
う
「
超
越
論

的
経
験
論
」
と
な
る
の
だ
。

で
は
、
こ
の
「
超
越
論
的
経
験
論
」
に
よ
っ
て
、
実
存
を
基
礎
づ
け
る
実
在
は

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
を
基
礎
づ
け
る
の

は
世
界
へ
の
超
越
で
あ
っ
た
。
世
界
は
、
私
の
思
考
で
あ
る
弁
証
法
と
い
か
な
る

関
係
を
も
つ
の
か
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
先
に
引
用
し
た
部
分
で
「
弁
証
法
の
出
発
点

に
、
次
い
で
到
達
点
に
、
知
覚
の
実
在
に
、
そ
し
て
脱
自
と
神
秘
、
超
越
の
契
機

に
、
一
瞥
を
投
げ
か
け
る
た
め
の
機
会
に
な
り
う
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
文

か
ら
は
、
弁
証
法
の
出
発
点
が
知
覚
、
到
達
点
が
脱
自
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
我
々
は
世
界
や
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
の
事
物
〔chose

〕、
客
体

を
知
覚
し
、
そ
の
知
覚
か
ら
思
考
が
開
始
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
弁
証

法
の
出
発
点
は
知
覚
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
知
覚
と
い
う
出
発
点
を
問
う
こ

と
は
、
思
考
以
前
の
問
わ
れ
え
な
い
領
域
に
実
在
が
存
す
る
こ
と
を
示
す
（EH

T 

21

）。他
方
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
を
条
件
づ
け
て
い
た
の
は
神
と
の
関
係
で
あ
っ

た
。
こ
れ
こ
そ
、
到
達
点
と
し
て
示
さ
れ
る
「
脱
自
〔extase

〕」
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
実
存
が
自
己
の

外
に
あ
る
こ
と
を
指
す
が
、
元
来
は
神
と
の
関
係
に
お
け
る
忘エ
ク
ス
タ
シ
ー

我
状
態
を
指
す
か

ら
だ
。
伝
統
的
に
、
神
と
は
人
間
の
思
考
が
及
ば
な
い
超
越
者
で
あ
り
、
い
わ
ば

世
界
や
事
物
と
は
正
反
対
に
、
思
考
の
歩
み
の
果
て
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
ゆ
え
に
、
思
考
に
よ
っ
て
神
と
関
係
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
神
と

の
関
係
は
思
考
の
外
、
自
己
0

0

を
脱0

し
た
状
態
に
お
い
て
結
ば
れ
る
。
か
く
て
、
脱

自
が
弁
証
法
の
到
達
点
の
実
在
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ

の
到
達
点
の
実
在
も
私
の
内
に
は
な
い
。

知
覚
の
現
前
、
弁
証
法
の
出
発
点
を
感
じ
さ
せ
た
後
で
、
我
々
は
、
知
覚
が

意
識
の
手
前
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
識
の
彼
方
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
弁
証
法
の
到
達
点
を
検
討
で
き
る
。
実
際
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
話
し

て
い
る
よ
う
な
弁
証
法
は
、
隔
た
り
、
切
断
〔rupture

〕、
亀
裂
〔fêlure

〕、

意
識
を
内
含
す
る
。
意
識
と
は
つ
ね
に
隔
た
り
で
あ
る
。
意
識
が
あ
る
な

ら
、
飛
び
越
え
る
べ
き
一
歩
、
そ
し
て
決
し
て
飛
び
越
え
ら
れ
な
い
一
歩

が
、
意
識
と
実
在
の
間
に
あ
る
。
／
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、
も
し
真
理
が
判

断
の
う
ち
に
あ
る
な
ら
ば
、
実
在
は
非
―

意
識
〔non -conscience

〕
の
領
域

の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。〔
…
〕
／
そ
し
て
同
様
に
、
理
性
に
お
い

て
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
感
情
〔sentim

ent

〕
に
お
い
て
こ
そ
、
我
々

は
絶
対
的
な
も
の
の
最
も
厳
密
な
近
似
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
だ
。（EH

T 

22 -23

）

こ
こ
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
弁
証
法
の
到
達
点
で
あ
る
実
在
が
意
識
の
彼
方
に
あ
る

と
述
べ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
述
の
通
り
弁
証
法
を
説
明
す
る
実
在
は
弁
証
法
で

は
な
く
、
弁
証
法
は
私
の
経
験
や
意
識
の
歩
み
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
実
在
は
私
の

外
部
に
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
で
あ
る
意
識
と
実
在
の
間
に
は
隔
た
り
が

あ
り
、
実
在
の
近
似
は
非
―

意
識
の
領
域
に
存
す
る
の
だ
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
の
非
―

意
識
を
「
感
情
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
で
は
「
感
情
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
詳
し
く
立
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ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
「
感
情
」
と
は
、
思
考
に
対
立
す
る
非
―

意
識
を
広
く
意

味
す
る
概
念
で
あ
り
、
情
念
の
み
な
ら
ず
知
覚
も
含
む
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、「
感
情
」
の
原
語
「sentim

ent

」
は
、
字
義
通
り
に
は
「
感
じ
ら
れ
た
こ
と
」

を
意
味
す
る
か
ら
だ
。

だ
が
、
実
在
の
近
似
が
存
す
る
「
感
情
」
の
探
究
は
再
び
意
識
の
手
前
に
戻
る

こ
と
で
は
な
い
か
。
知
覚
か
ら
発
す
る
弁
証
法
が
、
知
覚
を
含
む
「
感
情
」
の
領

域
に
達
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
脱
し
た
は
ず
の
弁
証
法
が
自
己
に
回
帰
す
る
と
い

う
こ
と
だ
。
こ
の
循
環
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

次
節
で
は
、
晩
年
の
ヴ
ァ
ー
ル
が
提
示
し
た
「
形
而
上
学
的
経
験
」
の
概
念
か

ら
こ
の
問
い
を
検
討
し
よ
う
。

第
２
節　
「
超
越
論
的
経
験
論
」
か
ら
「
形
而
上
学
的
経
験
」
へ

前
節
で
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
実
存
を
基
礎
づ
け
る
超
越
に
い
か
に
向
き
合
っ
た
の

か
考
察
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
実
存
を
基
礎
づ
け
る
実
在
の
探
究
の
た
め
に
、
経

験
の
条
件
を
問
う
「
超
越
論
的
経
験
論
」
に
依
拠
す
る
。
本
節
で
は
こ
の
「
超

越
論
的
経
験
論
」
を
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
後
に
提
示
し
た
概
念
「
形
而
上
学
的
経
験

〔expérience m
étaphysique

〕」
の
原
型
と
仮
定
し
、
両
者
を
重
ね
て
ヴ
ァ
ー
ル

の
思
想
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ヴ
ァ
ー
ル
は
晩
年
、「
形
而
上
学
的
経
験
」
と
い
う
概
念
を
研
究
し
、
最
後
の

著
書
に
も
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
師
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
「
形
而
上
学
的
直
観
」
と
の
関
連
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
（C

f. 

Levinas (1976)

、
岡
田
（1968

））。
だ
が
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
あ
え
て
「
経
験
」
の
語

を
使
う
こ
と
で
何
を
指
そ
う
と
し
た
の
か
。
こ
こ
で
、『
実
存
の
諸
哲
学
』
の
記

述
を
見
て
み
よ
う
。

『
実
存
の
諸
哲
学
』
で
は
、「
実
存
の
哲
学
」
の
様
々
な
定
義
が
紹
介
さ
れ
る
。

そ
の
な
か
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
出
発
点
と
し
て
、
エ
ミ
ー
ル
・
ブ
レ
イ
エ
（Ém

ile 

B
réhier, 1876 -1952

）
の
「
こ
れ
ら
〔
実
存
の
〕
哲
学
は
、
形
而
上
学
的
経
験
論

〔em
pirism

e m
étaphysique

〕
と
、
人
間
的
不
安
〔inquiétude

〕
の
感
情
と
の

合
一
で
あ
る
」（PE 13; 14, C

f. PE 14; 15

）
と
い
う
考
察
を
挙
げ
る）

6
（

。
こ
の
考
察

の
な
か
の
「
形
而
上
学
的
経
験
論
」
と
い
う
語
が
、
後
の
「
形
而
上
学
的
経
験
」

を
検
討
す
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
は
「
形
而
上
学
的
経
験

論
」
が
い
か
な
る
も
の
か
、
続
く
ヴ
ァ
ー
ル
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
。

経
験
論
と
、
ひ
と
は
我
々
に
言
う
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
を
取
り
あ

げ
れ
ば
、
こ
れ
ら
哲
学
者
た
ち
が
強
調
す
る
事
実
性
〔facticité

〕
の
要
素

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
構
造
に
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
解
釈
に
還
元
不
能
で

あ
る
限
り
の
、
事
実
〔fait

〕
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
の
経
験
論

と
は
は
る
か
に
異
な
る
一
種
の
経
験
論
で
あ
る
、
と
い
う
の
も
そ
の
経
験
論

は
、
一
種
の
形
而
上
学
的
偶
然
性
の
肯
定
に
結
び
つ
く
が
ゆ
え
に
、
あ
る
意

味
で
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
／
こ
の
経
験
論
か
ら
伝
統
を
引
き
出
す
た
め

に
、
ひ
と
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
彼
は
、
彼
が
消
極

哲
学
と
呼
ぶ
も
の
、
そ
れ
は
彼
に
よ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
哲
学
な
の
だ

が
、
そ
れ
へ
の
対
置
に
よ
っ
て
、
積
極
哲
学
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。（PE 

13; 14
）

こ
の
記
述
に
は
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
の
「
超
越
論
的
経
験
論
」
に
つ
い
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て
の
記
述
と
の
類
似
が
見
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、
こ
の
「
形
而
上
学
的
経
験
論
」

の
源
流
と
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
積
極
哲
学
が
示
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
経

験
論
が
偶
然
性
に
結
び
つ
く
と
さ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
人
間

の
実
存
と
超
越
』
で
も
、
超
越
論
的
経
験
論
が
提
示
さ
れ
た
す
ぐ
後
で
「
そ
し
て

こ
の
実
在
論
は
、〔
…
〕
偶
然
性
の
実
在
に
、
基
礎
を
置
く
こ
と
に
な
る
」（EH

T 

18

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
超
越
論
的
経
験
論
と
偶
然
性
が
結
び
つ
く
の
は
、
人

間
の
生
す
な
わ
ち
経
験
が
「
事
実
の
真
理
」
に
属
し
、
こ
の
「
事
実
の
真
理
」
は

偶
然
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
、
人
間
の
経
験
に
お
け
る
真
理
は
偶
然
性
を
内

含
し
、
経
験
の
条
件
を
問
う
超
越
論
的
経
験
論
に
も
そ
の
経
験
が
偶
然
的
で
あ
っ

た
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
個
々
の
現
象
の
背
後
に
あ
る
実
在
の
探
究
を
意

味
す
る
「
形
而
上
学
」
の
語
は
、
超
越
的
な
も
の
の
あ
り
方
を
問
う
「
超
越
論
」

に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、『
実
存
の
諸
哲
学
』
の
「
形
而
上
学
的
経
験

論
」
は
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
の
「
超
越
論
的
経
験
論
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
。

「
形
而
上
学
的
経
験
論
」
が
、
経
験
の
条
件
と
し
て
の
実
在
を
問
う
「
超
越
論

的
経
験
論
」
だ
と
す
れ
ば
、「
形
而
上
学
的
経
験
」
の
意
味
も
見
え
て
く
る
だ
ろ

う
。「
形
而
上
学
的
経
験
」
と
は
、
個
々
の
経
験
の
背
後
、
つ
ま
り
実
存
の
背
後

で
、
そ
れ
ら
を
条
件
づ
け
る
超
越
的
な
経
験
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
「
形

而
上
学
的
経
験
」
と
は
実
際
、
何
に
つ
い
て
の
経
験
な
の
か
。
以
下
、『
形
而
上

学
的
経
験
』
の
記
述
か
ら
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

ヴ
ァ
ー
ル
が
「
形
而
上
学
的
経
験
」
の
候
補
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
存
在
、
世

界
、
絶
対
の
経
験
の
三
つ
で
あ
る
（EM

 72, 117; 94, 154

）。
し
か
し
ヴ
ァ
ー
ル

は
結
局
、
こ
れ
ら
三
つ
の
候
補
す
べ
て
を
否
定
す
る
。

我
々
が
こ
の
形
而
上
学
的
経
験
を
も
つ
と
き
、
我
々
は
何
に
つ
い
て
の
経
験

を
も
つ
の
か
。
我
々
は
、
存
在
の
経
験
、
世
界
の
経
験
、
絶
対
の
経
験
と
い

う
三
つ
の
答
え
の
面
前
に
自
ら
を
見
出
し
た
。
し
か
し
お
そ
ら
く
、
我
々
が

言
い
う
る
の
は
、
こ
れ
ら
答
え
の
ど
れ
も
満
足
の
ゆ
か
な
い
こ
と
、
存
在
は

あ
る
種
の
文
法
的
抽
象
で
あ
る
こ
と
、
世
界
に
つ
い
て
我
々
は
諸
事
物
を
認

識
す
る
が
〔connaître

〕、
我
々
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
ら
を
認
識
し
て
い
な
い

こ
と
、
そ
し
て
我
々
は
、
厳
密
に
言
え
ば
世
界
の
形
而
上
学
的
経
験
を
も
た

な
い
こ
と
だ
。
我
々
は
ま
し
て
、
絶
対
の
形
而
上
学
的
経
験
を
も
た
な
い
。

（EM
 117 -118; 154

）

ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
三
つ
の
経
験
が
形
而
上
学
的
経
験
で
な
い
理
由
を
挙
げ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
存
在
は
文
法
的
抽
象
で
あ
り
、
人
間
は
世
界
に
つ
い
て
ほ

と
ん
ど
認
識
で
き
ず
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
経
験
で
き
な
い
以
上
、
絶
対
に
つ
い
て

も
経
験
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
は
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
た
の
か
。

ま
ず
存
在
に
つ
い
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
否
定
に
よ
っ

て
し
か
ほ
と
ん
ど
語
り
え
な
い
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
を
援
用
し
て
、
ひ
と
は

諸
物
や
諸
存
在
者
か
ら
存
在
へ
上
昇
す
る
権
利
を
も
た
ず
、
我
々
は
存
在
に
つ
い

て
何
も
語
り
え
な
い
と
主
張
す
る
（EM

 73; 95

）。
我
々
が
語
り
う
る
の
は
存
在

者
に
つ
い
て
だ
け
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
存
在
の
観
念
は
諸
存
在
者

か
ら
抽
き
出
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

抽
象
に
す
ぎ
ず
、
言
説
の
な
か
で
使
わ
れ
る
、
主
語
と
属
詞

を
結
ぶ
文
法
的
観
念
と
考
え
る
（ibid.

）。

世
界
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
科
学
の
研
究
状
況
と
合
わ
せ
て
考
察
さ
れ
る
。

ヴ
ァ
ー
ル
は
、
主
観
か
ら
独
立
し
て
世
界
を
説
明
す
る
は
ず
の
科
学
に
観
測
者
自
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身
が
巻
き
込
ま
れ
る
量
子
力
学
の
問
題）

7
（

に
依
拠
し
、
科
学
が
、
人
間
自
身
を
問
う

も
の
と
し
て
の
形
而
上
学
に
至
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（EM

 223, 225; 285, 287 -

288

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
思
想
に
お
い
て
実
存
を
問
う
こ
と
が
世
界
を
問
う
こ
と
へ
変

容
し
た
よ
う
に
、
世
界
を
探
究
す
る
科
学
も
人
間
を
問
う
こ
と
へ
変
容
す
る
。
つ

ま
り
、
科
学
を
考
え
る
我
々
が
人
間
で
あ
り
世
界
の
内
部
に
い
る
以
上
、
科
学
は

世
界
の
外
に
出
て
世
界
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（EM

 71; 93

）。
か
く
て

我
々
は
世
界
の
経
験
を
も
ち
え
ず
、
ゆ
え
に
世
界
の
経
験
は
形
而
上
学
的
経
験
で

は
な
い
の
だ
。

で
は
、
我
々
は
な
ぜ
絶
対
の
経
験
を
も
ち
え
な
い
の
か
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
ま
ず
、

「
絶
対
〔absolu

〕」
と
い
う
語
の
原
義
が
「
切
り
離
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
が
、

「
す
べ
て
を
包
括
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
に
変
化
し
た
と
指
摘
す
る
。
ヴ
ァ
ー

ル
は
、
こ
の
「
す
べ
て
を
包
括
す
る
も
の
」
と
し
て
の
「
絶
対
」
か
ら
、
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
「
包
括
者
〔l ’englobant

〕」
概
念
を
想
起
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る

と
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
包
括
者
」
と
は
、
個
々
の
存
在
す
る
事
物
の
前
提
で
あ

り
、
そ
れ
ら
事
物
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
（EM

 73; 95 -96

）。
こ
の
意
味
で
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
「
包
括
者
」
は
、
存
在
や
伝
統
的
哲
学
に
お
け
る
実
在
の
概
念
に
等
し

い
と
言
え
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
我
々
は
存
在
に
つ
い
て
語
り
え
ず
、
存

在
者
た
る
事
物
の
世
界
す
ら
そ
れ
自
体
と
し
て
説
明
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
実
在
に
つ
い
て
、
科
学
は
部
分
的
な
諸
見
解
に
と
ど
ま
る
（EM

 84, 86; 110, 

111

）。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
絶
対
を
経
験
し
え
な
い
の
だ
。

か
く
て
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
存
在
、
世
界
、
絶
対
の
経
験
は
形
而
上
学
的
経
験
で

は
な
い
と
結
論
す
る
。
で
は
結
局
、
形
而
上
学
的
経
験
と
は
何
の
経
験
な
の
か
。

ヴ
ァ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

我
々
は
そ
の
こ
と
か
ら
、
形
而
上
学
的
経
験
の
客
体
は
な
く
、
そ
れ
は
、

我
々
を
主
体
へ
回
帰
さ
せ
る
客
体
な
き
経
験
な
の
だ
と
い
う
こ
の
観
念
に
至

る
。
実
際
、
あ
ら
ゆ
る
形
而
上
学
的
経
験
は
少
な
く
と
も
主
体
の
経
験
で
あ

る
。〔
…
〕
形
而
上
学
的
経
験
は
実
存
の
一
様
態
な
の
だ
。
／
形
而
上
学
的

経
験
を
有
す
る
人
間
が
、
こ
の
形
而
上
学
的
経
験
で
あ
る）

8
（

。
ガ
ブ
リ
エ
ル
・

マ
ル
セ
ル
の
区
別
を
使
え
ば
、
我
々
が
そ
れ
に
つ
い
て
、
ひ
と
が
そ
れ
ら
を

所
有
す
る
と
は
言
い
え
ず
、
ひ
と
が
そ
れ
ら
を
実
存
す
る
、
あ
る
い
は
ひ
と

が
そ
れ
ら
「
で
あ
る
」
と
〔
言
い
う
る
〕
諸
事
物
が
あ
る
。（EM

 118; 154 -

155

、
文
中
の
注
釈
は
引
用
者
に
よ
る
）

ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
の
部
分
で
、
形
而
上
学
的
経
験
の
対
象
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
形

而
上
学
的
経
験
を
主
体
の
経
験
と
定
義
す
る
。
と
い
う
の
も
、
形
而
上
学
的
経
験

の
対
象
と
思
わ
れ
た
も
の
は
い
ず
れ
も
人
間
自
身
を
巻
き
込
ん
で
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
形
而
上
学
的
経
験
は
少
な
く
と
も
人
間
自
身
に
つ
い
て
の
経
験
と
言
え
る
か
ら

だ
。
つ
ま
り
人
間
は
、
存
在
や
世
界
、
絶
対
と
い
う
人
間
を
基
礎
づ
け
る
も
の
の

不
可
欠
な
一
部
を
な
し
て
お
り
、
基
礎
づ
け
る
も
の
自
体
に
つ
い
て
語
れ
な
く
と

も
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
自
身
を
経
験
す
る
の
だ
。
し
か
し
人
間
自
身
を
経
験
す

る
こ
と
自
体
も
人
間
の
経
験
、
す
な
わ
ち
実
存
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
形
而
上
学
的

経
験
は
実
存
の
様
態
と
定
義
さ
れ
る
。
し
か
も
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
経
験

は
ひ
と
が
「
も
つ
」
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
が
こ
の
経
験
「
で
あ
る
」
経
験
で
あ

る
。
実
際
、
人
間
が
自
ら
の
基
礎
で
あ
る
も
の
を
構
成
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と

そ
の
も
の
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
と
は
生
を
所
有
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
る
人

間
が
そ
の
人
間
と
し
て
在
る
こ
と
、
そ
の
人
間
「
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
実
存
を
有
す
る
人
間
は
そ
の
実
存
者
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
経
験
を

有
す
る
人
間
は
こ
の
形
而
上
学
的
経
験
な
の
だ
。

と
こ
ろ
で
本
節
で
は
、
形
而
上
学
的
経
験
を
、
経
験
を
基
礎
づ
け
る
実
在
と
し

て
措
定
し
て
い
た
。
こ
の
実
在
は
、
思
考
の
歩
み
と
し
て
の
弁
証
法
の
出
発
点
、

い
わ
ば
源
泉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
而
上
学
的
経
験
が
実
存
な
ら
ば
、
弁
証

法
は
実
存
か
ら
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
ラ
ン
ボ
ー
や
フ
ァ

ン
・
ゴ
ッ
ホ
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
を
「
実
存
者
」
と
見
な
し
、「
哲
学
の
源
泉
」
と

し
て
彼
ら
に
向
か
う
と
発
言
し
て
い
る
（EH

T 119,122, C
f. EH

T 41,50

）。
か
く

て
、
哲
学
の
源
泉
た
る
実
在
は
実
存
、
そ
し
て
そ
の
実
存
を
有
す
る
人
間
と
し
て

措
定
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
問
題
は
振
り
出
し
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
前
章
で

見
た
通
り
、
人
間
の
実
存
は
、
超
越
と
の
関
係
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
ら
だ
。
つ

ま
り
、
人
間
の
実
存
と
超
越
的
な
も
の
と
は
、
鶏
と
卵
の
関
係
の
ご
と
く
相
互
に

基
礎
づ
け
あ
っ
て
お
り
、
弁
証
法
の
出
発
点
と
到
達
点
と
し
て
の
実
在
を
問
う
試

み
は
循
環
し
て
し
ま
う
。
だ
が
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
こ
の
循
環
を
断
ち
切
ろ
う
と
は
し

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
実
在
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
循
環
と

し
て
の
み
現
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

反
定
立
の
こ
の
戯
れ
、
あ
る
い
は
諸
対
立
に
面
す
る
対
立
を
輝
か
せ
る
精
神

の
こ
の
技
巧
主
義
〔concettism

e

〕
は
、
実
在
的
な
も
の
に
近
づ
く
こ
の
欲

求
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
出
来
す
る
の
か
。
実
在
的
な
も
の
は
、
純

粋
に
知
性
的
な
あ
ら
ゆ
る
接
触
を
拒
否
し
、
閉
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
な
る
こ
と

が
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
は
、〔
…
〕
相
次
ぎ
、
相
反
す
る
、
交
互
の

展
望
〔vue

〕
の
外
に
は
決
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（EH

T 16

）

こ
こ
で
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
反
定
立
の
戯
れ
」
と
し
て
の
弁
証
法
が
実
在
的
な
も

の
へ
の
欲
求
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
実
在
的
な
も
の
に
つ
い
て

の
展
望
な
い
し
見
方
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
相
次
ぎ
、
相
反
し
あ
う
。
し

た
が
っ
て
実
在
に
つ
い
て
の
思
考
は
、
様
々
な
諸
見
解
と
し
て
対
立
し
、
循
環

す
る
弁
証
法
と
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
相
反
す
る
諸
見
解
に
よ
っ
て
し
か
捉
え
ら

れ
な
い
実
在
は
、
そ
れ
自
体
が
い
か
な
る
も
の
か
措
定
さ
れ
え
な
い
。
ゆ
え
に
、

ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
の
実
在
を
、
語
り
の
出
発
点
と
帰
着
点
と
し
て
の
「
語
り
え
な
い

も
の
〔l ’indicible

〕」、「
言
い
表
せ
な
い
も
の
〔l ’ineffable

〕」（EH
T 11

）
と
表

現
す
る
。
実
際
、
あ
る
人
の
生
、
ま
た
そ
の
生
が
構
成
す
る
そ
の
人
自
身
は
、
言

葉
に
よ
っ
て
十
全
に
説
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
存
は
「
語
り
え
な
い
も

の
」「
言
い
表
せ
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
実
存
か
ら
思
考
や
語
り
が
生
み

出
さ
れ
る
の
だ
。
か
く
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
の
実
存
は
、
超
越
的
な
も
の
に

基
礎
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
超
越
的
な
も
の
を
基
礎
づ
け
る
「
絶
対
に
到
達
さ
れ

え
な
い
何
か
」（EH

T 31

）
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
超
越
を
超
越
す
る
こ
と
に
、

つ
ま
り
内
在
の
う
ち
に
再
び
落
ち
る
こ
と
に
存
す
る
超
越
」（EH

T 38

）
と
結
論

で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
は
、
当
時
の
思
潮
の
な
か
で
い
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
次
章
で
は
、「
実
存
主
義
」
と
の
ヴ
ァ
ー
ル
の
か
か
わ

り
か
ら
、
こ
の
問
い
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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第
三
章　

ヴ
ァ
ー
ル
と
「
実
存
主
義
」

前
章
で
は
、「
実
存
の
哲
学
」
か
ら
ヴ
ァ
ー
ル
が
展
開
し
た
思
想
を
検
討
し
た
。

そ
の
思
想
は
「
実
存
主
義
」
や
「
実
存
の
哲
学
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
本
章
で
は
、「
実
存
主
義
」
に
対
す
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
態
度
と
、
ヴ
ァ
ー
ル
の

問
題
意
識
の
射
程
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
１
節　

哲
学
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
実
存
の
哲
学
」

ヴ
ァ
ー
ル
は
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
多
く
の
「
実
存
の
哲
学
」
を
論
ず
る
著

作
を
刊
行
し
、
し
ば
し
ば
「
実
存
主
義
者
」
の
周
辺
に
並
べ
ら
れ
た
。
だ
が
、

ヴ
ァ
ー
ル
自
身
は
「
実
存
主
義
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
こ

の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
逸
話
が
、『「
実
存
主
義
」
史
素
描
』
の
冒
頭

に
あ
る
。

あ
る
日
、
カ
フ
ェ
・
ド
・
フ
ロ
ー
ル
か
ら
出
る
と
、
私
は
学
生
た
ち
の
一
団

と
出
会
っ
た
。
彼
ら
の
一
人
が
〔
一
団
か
ら
〕
離
れ
て
、「
き
っ
と
先
生
は

実
存
主
義
者
で
す
ね
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
私
は
言
っ
た
、「
いノ

ン
い
や
」。
な

ぜ
私
は
「
い
い
や
」
と
言
っ
た
の
か
。
私
は
時
間
を
か
け
て
反
省
し
な
か
っ

た
が
、
私
が
お
そ
ら
く
考
え
た
の
は
、「
主
義
者
〔iste

〕」
と
い
う
語
が
通

常
、
な
ん
ら
か
の
諸
一
般
性
〔vagues généralités

〕
を
覆
っ
て
し
ま
う
こ

と
だ
〔recouvrir

〕。（EH
E 9; 9

）

ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
自
ら
が
「
実
存
主
義
者
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る

が
、
そ
の
理
由
は
「
主
義
者
」
と
い
う
語
が
一
般
性
を
覆
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。

だ
が
、「
主
義
者
」
の
語
が
一
般
性
を
覆
う
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

こ
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
る
に
は
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
が
役
立
つ
だ
ろ
う
。

ヴ
ァ
ー
ル
は
実
存
の
哲
学
を
、
超
越
を
実
存
の
う
ち
に
見
出
す
哲
学
と
捉
え
た
。

し
か
し
、
実
存
の
哲
学
に
お
い
て
も
実
存
は
超
越
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で

ヴ
ァ
ー
ル
は
、
実
存
と
経
験
の
条
件
と
な
る
超
越
的
な
も
の
を
問
う
の
だ
が
、
実

は
そ
れ
ら
も
人
間
の
実
存
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
だ
。
か
く
て
、
内
的
な
実
存
の

問
い
は
外
的
な
超
越
の
問
い
へ
、
外
的
な
超
越
の
問
い
は
内
的
な
実
存
の
問
い
へ

と
、
問
題
は
終
わ
り
な
く
循
環
し
て
し
ま
う
。

だ
が
こ
こ
に
、「
一
般
性
」
と
い
う
語
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
第
一

章
で
見
た
通
り
、
実
存
の
思
想
は
、
内
在
的
な
人
間
の
実
存
に
実
在
を
見
出
し
た

点
で
新
し
い
思
想
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
間
の
実
存
は
超
越
的
な
も
の
と
の
か

か
わ
り
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
実
存
を
問
う
こ
と
は
、
超
越
を
問
う
伝
統

的
哲
学
に
回
帰
す
る
の
だ
。
Ｗ
・
Ｃ
・
ハ
ケ
ッ
ト
は
『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
英

訳
版
の
「
解
説
」
で
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
「
実
存
的
哲
学
の
本
質
的
は
む
し
ろ
、
諸
問

題
は
そ
れ
ら
自
体
の
う
ち
に
価
値
を
有
す
る
と
我
々
に
語
る
こ
と
だ
と
思
う
か
ら

で
す
。
哲
学
的
諸
問
題
は
、
完
全
に
は
解
決
さ
れ
え
ま
せ
ん
」（EH

T 134

）
と
い

う
発
言
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

本
質
的
な
諸
々
の
問
い
の
解
決
不
能
性
を
こ
そ
、
哲
学
の
基
礎
的
な
課
題
が

そ
の
あ
ら
ゆ
る
重
々
し
さ
の
う
ち
で
強
調
し
、
そ
れ
ら
課
題
は
そ
の
解
決
不

能
性
を
、
こ
の
極
限
の
解
決
不
能
性
の
緊
張
の
う
ち
を
生
き
る
生
の
変
容
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点
に
ま
で
増
大
さ
せ
さ
え
す
る
。
主
体
性
を
構
成
す
る
奇
妙
な
超
越
、
そ
し

て
そ
れ
に
具
わ
る
緊
張
は
、
最
大
の
哲
学
的
問
い
で
あ
る
。「
実
存
的
哲
学

〔Existential philosophy

〕」
は
ヴ
ァ
ー
ル
に
と
っ
て
、
実
存
を
定
義
す
る

不
可
能
な
諸
々
の
問
い
と
の
邂
逅
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
存
的

哲
学
は
、
近
代
哲
学
の
運
動
や
流
行
や
様
式
の
名
前
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

哲
学
の
本
性
そ
の
も
の
な
の
だ）

9
（

。

ハ
ケ
ッ
ト
が
指
摘
す
る
の
は
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
実
存
の
哲
学
を
、「
不
可
能
な

諸
々
の
問
い
」
す
な
わ
ち
「
言
い
表
せ
な
い
も
の
」
と
し
て
の
実
存
、
そ
し
て
実

存
と
一
体
で
あ
る
実
在
と
の
直
面
と
捉
え
る
こ
と
だ
。
実
在
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
哲
学
が
求
め
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
実
存
の
哲

学
は
、
実
在
を
求
め
る
点
で
、
い
わ
ば
「
正
統
」
な
の
だ
。
こ
の
意
味
で
「
実
存

の
哲
学
」
は
哲
学
の
「
一
般
性
」
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
存
の
思
想
を

「
主
義
」
と
称
す
る
こ
と
は
「
実
存
の
哲
学
」
が
内
含
す
る
哲
学
の
伝
統
を
隠
す

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
実
存
の
哲
学
」
の
か
か
る
「
正
統
性
」
に
着
目
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
伝
統
的
哲
学
か
ら
実
存
の
哲
学
者
ら
を
切
り
離
す

「
実
存
主
義
者
」
の
名
称
を
拒
否
し
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
本
人
が
そ
の
名
称
を
拒
ん
だ
と
は
い
え
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
本
当
に
「
実
存

主
義
者
」
で
は
な
い
の
か
。
次
節
で
は
こ
の
問
い
を
検
討
し
、
ヴ
ァ
ー
ル
思
想
の

位
置
づ
け
を
試
み
る
。

第
２
節　

ヴ
ァ
ー
ル
は
「
実
存
主
義
者
」
か

前
節
で
は
、「
実
存
主
義
」
に
対
す
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
態
度
を
確
認
し
た
。
ヴ
ァ
ー

ル
が
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、「
実
存
主
義
」
の
語
は
、
実
存
の
哲
学
が
含
み
も
つ

哲
学
的
正
統
性
を
隠
し
て
し
ま
う
。
ゆ
え
に
ヴ
ァ
ー
ル
は
、「
き
っ
と
先
生
は
実

存
主
義
者
で
す
ね
」
と
い
う
発
言
に
「
い
い
や
」
と
答
え
た
の
だ
。

し
か
し
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
本
当
に
「
実
存
主
義
者
」
で
は
な
い
の
か
。
確
か
に
、

「
実
存
主
義
」
の
名
称
に
は
賛
否
が
あ
り
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
述
べ
た
意
味
で
は
、
哲

学
史
に
「
実
存
主
義
」
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
実
存
主
義
」
を
「
実

存
の
重
要
性
を
強
調
し
、
そ
れ
を
探
究
す
る
思
潮
」
と
捉
え
た
と
き
、
ヴ
ァ
ー
ル

の
思
想
は
「
実
存
主
義
」
や
「
実
存
の
哲
学
」
に
数
え
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
。

先
取
り
す
れ
ば
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
「
実
存
主
義
者
」
な
い
し
「
実
存
の
哲
学
者
」

の
範
疇
に
収
ま
ら
な
い
哲
学
者
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
実
存
の

哲
学
」
を
論
じ
る
の
は
、
実
存
の
探
究
の
た
め
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
視
野
の
下

で
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
ル
の
問
題
意
識
を
看
取
で

き
る
の
が
、『
人
間
の
実
存
と
超
越
』
序
文
の
最
後
の
段
落
で
あ
る
。

我
々
に
は
、
内
在
に
回
帰
す
る
こ
と
で
、
超
越
を
失
わ
な
い
こ
と
が
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。
思
考
が
破
壊
し
た
神
話
か
ら
、
そ
の
価
値
を
な
す
超
越
の
本

質
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
豊
か
に
な
り
つ
つ
も
貧
し
く
な
り
つ
つ
、
最
初
の
項
が
再
び
現
れ
る
よ

う
な
、
弁
証
法
の
回
帰
、
永
遠
回
帰
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い

に
対
し
て
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
応
答
を
与
え
よ
う
と
努
め
る
の
だ
。
こ

れ
ら
の
研
究
は
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
応
答
で
あ
る
以
上
に
問
い
で
あ

る
。（EH

T 24 -25, C
f. TM

 721

）
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ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
内
在
と
超
越
の
両
立
可
能
性
を
問
う
。
こ
れ
は
、
人
間

の
実
存
と
し
て
の
内
在
と
、
神
や
世
界
と
い
う
超
越
と
に
相
対
立
す
る
実
在
の

合
一
へ
の
意
欲
と
読
み
取
れ
よ
う
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
量
子
力
学
に
お
け
る
「
相
補
性

〔com
plém

entarité

）
10
（

〕」
の
よ
う
に
、
相
反
す
る
実
在
に
つ
い
て
の
見
解
を
両
立
さ

せ
、
実
在
そ
の
も
の
を
垣
間
見
よ
う
と
す
る
の
だ
（C

f. EM
 222, 230; 283, 294

、

村
松
（2011

））。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
実
存
の
探
究
と
い
う
範
疇
を
超
え
、

形
而
上
学
の
営
み
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
実
存
の
哲
学
を
論
じ
た
の
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
し

て
、『
実
存
の
諸
哲
学
』
序
文
の
一
節
を
取
り
あ
げ
よ
う
。

こ
れ
ら
諸
哲
学
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
の
は
、
全
体
的
に
新
た
な
何
か
で
も
、

古
代
の
諸
観
念
の
単
な
る
取
り
戻
し
で
も
な
く
、
本
質
的
に
、
そ
の
主
体
性

に
な
さ
れ
た
呼
び
か
け
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
新
た
な
思
想
へ
の
移
行
で
あ

る
。〔
そ
の
思
想
に
お
い
て
は
〕
尖
鋭
化
さ
れ
た
主
体
性
に
、
諸
物
と
の
、

外
的
な
も
の
と
の
、
自
然
と
の
交
わ
り
〔com

m
union

〕
の
深
い
感
覚
が
応

答
す
る
だ
ろ
う
。（PE 5 -6; 2

）

ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る
と
、
実
存
の
諸
哲
学
は
全
く
新
奇
な
思
想
で
も
、
全
面
的
に

伝
統
的
哲
学
に
与
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
実
存
の
諸
哲
学
は
哲
学
の
伝
統
に
則
り

な
が
ら
、
そ
の
新
た
な
可
能
性
を
拡
張
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
が
「
実
存
の
哲
学
」
に

看
取
す
る
の
は
、「
内
在
」
的
な
主
体
性
に
向
か
う
と
い
う
「
新
し
い
」
方
向
性

と
、「
超
越
」
的
な
外
部
と
の
交
わ
り
と
い
う
「
古
い
」
観
念
と
の
邂
逅
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
内
在
に
お
け
る
超
越
と
い
う
一
つ
の
両
立
可
能
性
が
あ
る
。「
実
存
の

哲
学
」
は
、
哲
学
史
と
い
う
内
在
と
超
越
の
弁
証
法
に
お
け
る
、
当
時
最
先
端
の

定
立
だ
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
内
在
と
超
越
の
弁
証
法
の
一
例
と
し

て
「
実
存
の
哲
学
」
を
論
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
内
在
を
探
究
す
る
「
実
存
の
哲
学
」
は

超
越
を
問
う
こ
と
へ
回
帰
す
る
。
奇
し
く
も
歴
史
的
に
は
、「
実
存
主
義
」
の
後

に
、
人
間
を
外
部
か
ら
規
定
す
る
構
造
と
し
て
言
語
や
記
号
を
探
究
す
る
「
構

造
主
義
」
が
隆
盛
し
た
。
か
く
て
、
内
在
と
超
越
は
果
て
し
な
い
弁
証
法
を
構
成

し
、
哲
学
の
営
み
は
こ
の
弁
証
法
に
答
え
よ
う
と
し
つ
つ
、
そ
れ
自
体
が
弁
証
法

を
再
生
産
す
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
は
、
形
而
上
学
全
体
を
射
程
と
す
る
ほ
ど
の

問
題
意
識
の
下
で
展
開
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
「
実
存
主
義
者
」

や
「
実
存
の
哲
学
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
え
な
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、

哲
学
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
弁
証
法
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
実
在
を
求
め
て
や
ま

な
い
、
ま
さ
に
「
哲
学
者
」
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

お 

わ 

り 

に

以
上
、
本
稿
で
は
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
に
お
け
る
「
実
存
の
哲
学
」
の
役
割
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
本
稿
で
の
議
論
を
総
括
し
て
お
こ
う
。

ヴ
ァ
ー
ル
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
実
存
の
思
想
を
、
個
的
な
実

存
に
超
越
を
見
出
す
点
で
伝
統
的
哲
学
に
対
立
す
る
と
捉
え
た
。
し
か
し
そ
れ
ら

の
思
想
に
お
い
て
も
、
実
存
は
超
越
と
の
関
係
に
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、

実
存
を
探
究
す
る
内
在
の
哲
学
と
し
て
の
「
実
存
の
哲
学
」
は
、
対
立
す
る
は
ず
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の
超
越
の
哲
学
に
回
帰
す
る
の
だ
。

実
存
の
哲
学
の
か
か
る
循
環
か
ら
、
ヴ
ァ
ー
ル
は
実
存
を
基
礎
づ
け
、
弁
証
法

の
出
発
点
と
到
達
点
と
な
る
実
在
を
問
お
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
提
示
さ
れ
る

の
が
、
経
験
が
実
在
的
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
探
究
す
る
「
超
越
論
的
経
験
論
」

で
あ
る
。
超
越
論
的
経
験
論
に
よ
っ
て
、
知
覚
と
脱
自
に
目
が
向
け
ら
れ
る
の
だ

が
、
実
在
と
意
識
と
の
間
に
は
隔
た
り
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
非
意
識
的
領
域
と
し

て
の
「
感
情
」
が
探
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
超
越
的
な
実
在

の
探
究
が
内
在
的
な
実
存
の
探
究
に
還
流
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
超
越
論
的
経
験
論
」
を
、
ヴ
ァ
ー
ル
が
晩
年
提
示
し
た

「
形
而
上
学
的
経
験
」
の
原
型
と
し
て
措
定
し
、
経
験
を
基
礎
づ
け
る
超
越
的
経

験
と
し
て
の
「
形
而
上
学
的
経
験
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
最
初
、

「
形
而
上
学
的
経
験
」
を
存
在
、
世
界
、
絶
対
の
経
験
と
し
て
検
討
す
る
が
、
人

間
は
そ
れ
ら
の
経
験
を
も
ち
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ゆ
え
に
形
而
上
学

的
経
験
は
、
自
ら
の
基
礎
を
基
礎
づ
け
る
主
体
自
身
の
経
験
で
あ
る
。
形
而
上
学

的
経
験
と
は
実
存
で
あ
り
、
そ
の
実
存
を
生
き
る
人
間
自
身
な
の
だ
。
し
た
が
っ

て
、「
超
越
論
的
経
験
論
」
に
よ
っ
て
問
わ
れ
る
、
弁
証
法
の
源
泉
と
し
て
の
実

在
は
人
間
の
実
存
と
措
定
さ
れ
る
。
だ
が
人
間
の
実
存
は
、
神
と
の
関
係
や
世
界

に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
か
く
て
実
存
の
条
件
た
る
実
在
を
問
う
こ
と
は
、
結

局
実
存
を
問
う
こ
と
へ
循
環
す
る
。

し
か
し
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
循
環
す
る
こ
の
理
論
に
答
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ

循
環
に
よ
っ
て
の
み
実
在
が
捉
え
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
ー
ル
に

と
っ
て
の
「
実
在
」、
そ
し
て
実
在
と
基
礎
づ
け
あ
う
実
存
は
、
相
対
立
す
る
二

項
か
ら
垣
間
見
え
る
「
言
い
表
せ
な
い
も
の
」
な
の
だ
。

か
か
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
は
、「
実
存
主
義
」
や
「
実
存
の
哲
学
」
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
か
。
ヴ
ァ
ー
ル
自
身
は
、「
主
義
者
」
と
い
う
語
が
一
般
性
を
覆
っ

て
し
ま
う
と
し
て
、「
実
存
主
義
者
」
の
呼
称
を
否
定
し
た
。
と
い
う
の
も
、
本

稿
で
見
て
き
た
通
り
、
実
存
の
哲
学
は
伝
統
的
哲
学
に
回
帰
し
、
そ
の
意
味
で

「
正
統
」
だ
か
ら
だ
。

さ
ら
に
本
稿
で
は
、「
実
存
を
強
調
し
、
探
究
す
る
思
想
」
と
い
う
意
味
で
も
、

ヴ
ァ
ー
ル
が
「
実
存
主
義
者
」
に
当
た
ら
な
い
と
判
じ
た
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
内
在

と
超
越
を
合
一
さ
せ
、
実
在
を
垣
間
見
る
と
い
う
、
極
め
て
広
範
な
問
題
意
識
を

有
す
る
か
ら
だ
。
ヴ
ァ
ー
ル
は
「
実
存
の
哲
学
」
に
、
内
在
と
超
越
の
合
一
の
一

例
を
看
取
し
、
哲
学
史
と
い
う
弁
証
法
の
先
端
の
一
項
と
し
て
論
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
実
存
の
哲
学
」
は
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
に
お
い
て
、
内
在
と

超
越
の
弁
証
法
に
挑
み
、
そ
れ
を
再
生
産
す
る
哲
学
の
営
み
の
一
つ
で
あ
る
と
結

論
で
き
よ
う
。

最
後
に
、
か
か
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
思
想
は
現
代
の
哲
学
研
究
に
も
意
義
を
与
え
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
内
在
と
超
越
の
弁
証
法
か
ら
実
在
を
垣
間
見
よ
う
と

す
る
哲
学
の
営
み
は
、
そ
れ
自
身
が
弁
証
法
を
再
生
産
す
る
が
ゆ
え
に
、
終
わ

る
こ
と
が
な
い
。
実
際
、「
実
存
主
義
」
の
隆
盛
の
後
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
晩
年
か
ら

死
後
に
当
た
る
時
代
に
は
、「
構
造
主
義
」
が
現
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
の
死
後
、

そ
し
て
「
実
存
主
義
」
と
「
構
造
主
義
」
の
後
の
哲
学
研
究
は
、
こ
の
弁
証
法

に
、
い
か
に
応
答
す
る
の
か
。
現
代
の
哲
学
研
究
は
過
去
の
思
想
と
対
話
す
る
こ

と
で
、
い
か
に
内
在
と
超
越
の
弁
証
法
を
展
開
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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凡　

例

ヴ
ァ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
文
中
に
（　

）
で
著
作
略
号
と
原
著

頁
数
；
邦
訳
版
頁
数
を
付
す
。
著
作
略
号
は
文
献
表
に
記
載
す
る
。
引
用
文
は
特
に
断

り
の
な
い
限
り
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
原
語
や
簡
単
な
訳
注
、

補
足
、
中
略
は
文
中
に
〔　

〕
で
挿
入
す
る
。
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注（
1
）
「
実
存
主
義
〔existentialism

e

〕」
の
呼
称
に
は
賛
否
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
本
稿
で

は
実
存
を
扱
う
思
想
の
総
称
と
し
て
「
実
存
の
哲
学
〔philosophie de l ’existence

〕」
の

語
を
用
い
る
。
ま
た
、
形
容
詞
「existentiel

」
に
は
「
実
存
的
」
を
、「existential

」
に

は
「
実
存
論
的
」
を
そ
れ
ぞ
れ
訳
語
と
し
て
採
用
し
た
。
た
だ
し
、
英
語
文
献
で
は
こ
の

二
語
が
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
そ
の
都
度
文
脈
に
沿
っ
た
訳
語
を
採
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用
し
た
。

（
2
）C

f. W
illiam

 C
. H

ackett “Introduction ” in W
ahl ’s H

um
an Existence and 

Transcendence, p. xvii.

（
3
）
ヴ
ァ
ー
ル
は
、『「
実
存
主
義
」
史
素
描
』
で
、
実
存
に
本
質
を
認
め
な
い
点
に
、
プ

ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
古
典
哲
学
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
実
存
の

哲
学
の
「
本
質
」
が
あ
る
と
述
べ
る
（EH

E 28; 23 -24

）。

（
4
）
ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
ロ
イ
ス
、
ペ
リ
ー
、
ス
ト
ロ
ン
グ
、
サ
ン
タ
ヤ
ー
ナ
を
挙
げ

て
い
る
。

（
5
）
ヴ
ァ
ー
ル
に
師
事
し
た
一
人
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（G

illes D
eleuze, 1925 -

1995

）
は
「
超
越
論
的
経
験
論
」
を
自
ら
の
哲
学
的
方
法
と
し
て
提
示
す
る
（C
f. 

江
川

（1998

）、
合
田
（1998

）、
松
枝
（2017
））。
両
者
の
思
想
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

な
る
研
究
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

（
6
）
ヴ
ァ
ー
ル
は
ブ
レ
イ
エ
の
発
言
の
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
が
、
ブ
レ
イ
エ
の
著
書

に
は
ヴ
ァ
ー
ル
の
著
書
へ
の
参
照
や
、
ヴ
ァ
ー
ル
の
語
の
使
用
が
見
ら
れ
、
両
者
の
交
流

が
う
か
が
え
る
（C

f. B
réhier (1932, Fasc.4)

、
ブ
レ
イ
エ
（1953

））。

（
7
）
「
量
子
力
学
の
問
題
」
と
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
「
不
確
定
性
原
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
不
確
定
性
原
理
」
と
は
、
物
の
属
性
が
人
間
の

測
定
に
よ
っ
て
定
ま
る
ま
で
は
不
確
定
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
8
）
こ
の
一
文
を
、
久
重
忠
雄
は
「
形
而
上
学
的
経
験
を
持
つ
人
間
が
形
而
上
学
的

経
験
な
の
で
は
な
い
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
原
文
に
は
「L ’hom

m
e qui a une 

expérience m
étaphysique est cette expérience m

étaphysique.

」
と
あ
る
の
で
、
久
重

訳
は
明
ら
か
な
誤
訳
で
あ
る
。

（
9
）H

ackett, op. cit., p. xlv.

（
10
）
量
子
力
学
に
お
け
る
「
相
補
性
」
の
概
念
は
、
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
。
量
子
力
学
に
お
い
て
は
、
相
反
す
る
性
質
が
補
い
合
っ
て
系
の
完
全
な
記
述
を

得
ら
れ
る
性
質
を
指
す
。
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Jean Wahl’s Thought and the Philosophy of Existence
The Cycle of Transcendence and Immanence

Mari OSHIMI

Since the 1940s, Jean Wahl, a 20th century philosopher, has discussed the philosophy of existence; 
however, his work on this topic has not received much critical attention. In this paper, I examine the role 
of the philosophy of existence from Wahl’s perspective.

Wahl opposes Kierkegaard’s and Heidegger’s thoughts against traditional philosophy as they 
identify the reality in “existence” as immanence. As existence consists of the relation to transcendence, 
Kierkegaard and Heidegger return to traditional philosophy that questions transcendence.

Wahl attempts to question the transcendence in existence as a result of the cycle of transcendence 
and existence in the philosophy of existence, thereby proposing “transcendental empiricism” as a solution. 
Transcendental empiricism questions transcendence in existence wherein reality subsists. As there is a 
distance between reality and consciousness, the concept explores “sentiment” as “non-consciousness.” 
This is nothing but the return of the search for transcendence to the search for immanence.

This paper posits this “transcendental empiricism” as the prototype of “metaphysical experience”. 
According to Wahl, metaphysical experience is the experience of the subject itself, which is the 
foundation of its own basis. Therefore, metaphysical experience is one’s own experience, that is 
existence, and it is man who himself lives that existence. Finally, the question of transcendence in 
existence returns to the question of existence.

Wahl argues that reality can only be captured by this cycle. Alternatively, for Wahl, “reality” is the 
“ineffable” that can be glimpsed through the cycle of transcendence and existence.

These ideas of Wahl's fit into neither “existentialism” nor “the philosophy of existence.” Wahl has 
a broad awareness of the problem of uniting the immanent with the transcendent and glimpsing the 
reality. It can be concluded that Wahl sees the philosophy of existence as an example of the union of 
transcendence and immanence.


