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メルロ
＝

ポン
ティ
と

ワロン 
―
― 

超
‐
事
物
を
め
ぐって

澤
田
哲
生

　

は
じ
め
に

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
と
い
う
現
象
学
者
が
、
発
達
心
理
学
の
分
野
で
分
析
さ
れ
た
子
ど
も
の
行
動
に
絶
え
ず
関
心
を
抱
い
て
い
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
「
研
究
計
画
」
の
段
階
で
す
で
に
、
こ
の
現
象
学
者
は
今
後
の
研
究
に
お
い
て
子

ど
も
の
行
動
分
析
が
重
要
な
役
割
を
担
う
と
記
し
て
い
る
（PP., 19
）［
註
１
］。
子
ど
も
の
行
動
分
析
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
で
散
発

的
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
後
（PhP., 33, 207-208, 407-408 et passim

）、『
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
』（
以
下
、『
講
義
』）
で
重
点
的
に
分
析
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。

　

児
童
心
理
学
者
ア
ン
リ
・
ワ
ロ
ン
の
仕
事
は
、『
講
義
』
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
実
際
に
、「
子
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ど
も
の
他
者
と
の
関
係
」
と
題
さ
れ
た 

一
九
五
〇‐

五
一
年
度
の
講
義
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
ワ
ロ
ン
の
鏡
像
理
論
を
軸
と
し

た
対
人
関
係
論
（『
児
童
に
お
け
る
性
格
の
起
源
』）
に
沿
っ
て
、
講
義
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
講
義
に
関
し
て
は
、
数
多
く
の
優
れ

た
先
行
研
究
が
す
で
に
発
表
さ
れ
て
い
る
［
註
２
］。
か
た
や
、
こ
の
現
象
学
者
は
一
九
四
九
‐
五
〇
年
度
「
子
ど
も
の
意
識
の
構
造

と
葛
藤
」
と
一
九
五
一‐

五
二
年
度
の
講
義
（「
児
童
心
理
学
の
方
法
」）
で
、
ワ
ロ
ン
の
主
著
『
子
ど
も
の
思
考
の
起
源
』
で
提
示
さ

れ
た
「
超
‐
事
物
（ultra-chose

）」
と
い
う
概
念
も
論
じ
て
い
る
（C
S., 242-244, 304, 512-513

）［
註
３
］。
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
概
念
を

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
数
少
な
い
先
行
研
究
と
し
て
、
西
岡
け
い
こ
氏

（N
ishioka 2005, 

第
一
章
と
第
三
章
）
と
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ド
ゥ
・
サ
ン
ト
ー
ベ
ー
ル
氏
（S.-A. 2013, 221-225

）
の
仕
事
が
あ
る
。
前
者
は
こ
の
問

題
を
教
育
論
の
立
場
か
ら
主
に
論
じ
て
い
る
。
後
者
は
後
期
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
ワ
ロ
ン
の
重
要
性
を
詳
述
し
つ
つ
も
、

「
超
‐
事
物
」
は
わ
ず
か
に
検
討
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
課
題
を
踏
ま
え
て
、
本
発
表
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
「
超

‐
事
物
」
受
容
と
、
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
。

　

１　

『
児
童
に
お
け
る
思
考
の
起
源
』

　

１
‐
１　

巧
妙
さ

　

最
初
に
、
ワ
ロ
ン
が
提
唱
す
る
「
超
‐
事
物
」
と
い
う
概
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
七
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
大
著
『
子
ど
も

の
思
考
の
起
源
』
の
最
終
部
分
（
第
二
篇
第
三
部
、cf. W

allon 1945, 645-728

）
で
、
ワ
ロ
ン
は
こ
の
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。『
講
義
』
の
メ

ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、「
空
、
太
陽
と
月
、
風
」（ibid., 692-712

）
と
題
さ
れ
た
同
箇
所
の
最
終
章
（
第
三
章
）
を
主
に
参
照
し
て
い
る
の
で
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（C
S., 242

）、
さ
し
あ
た
り
こ
の
部
分
か
ら
「
超
‐
事
物
」
と
い
う
概
念
の
位
相
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　

ワ
ロ
ン
は
、
空
、
太
陽
、
風
な
ど
の
自
然
現
象
を
子
ど
も
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
考
え
て
い
る
か
を
、
彼
ら
へ
の
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
彼
ら
の
思
考
に
特
有
の
「
巧
妙
さ
」（W

allon 1945, 692

）
で
あ
る
。
太
陽

に
つ
い
て
聞
か
れ
る
と
、
子
ど
も
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

［
ワ
ロ
ン
、
以
下
Ｗ
］
太
陽
っ
て
何
か
な
。
ど
う
や
っ
て
で
き
て
る
の
か
な
。［
子
ど
も
、
以
下
Ｅ
］
丸
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

［
Ｗ
］
ボ
ー
ル
み
た
い
に
。［
Ｅ
］
そ
う
だ
ね
。［
Ｗ
］
じ
ゃ
あ
、
そ
れ
で
遊
べ
る
よ
ね
。［
Ｅ
］
無
理
だ
よ
。［
Ｗ
］
ど
う
し
て
。

［
Ｅ
］
大
き
す
ぎ
る
よ
。［
Ｗ
］
ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
か
な
。［
Ｅ
］
こ
ん
な
も
ん
だ
ね
（
約
四
〇
セ
ン
チ
）。［
Ｗ
］
両
手
で
抱

え
ら
れ
る
か
な
。［
Ｅ
］
無
理
だ
ね
…
い
や
、
で
き
る
よ
！
［
Ｗ
］
ど
う
し
て
抱
え
ら
れ
る
の
。［
Ｅ
］
そ
ん
な
に
大
き
く
な
い

か
ら
ね
（ibid., 697

）。

　

大
人
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
上
記
の
子
ど
も
の
返
答
に
は
数
多
く
の
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
思
考
の
な
か
で
、
太
陽

は
「
ボ
ー
ル
」
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
き
さ
は
、
当
初
は
「
大
き
す
ぎ
る
」
が
、
話
が
進
む
に
つ
れ
て
、「
四
〇
セ
ン
チ
」
ほ

ど
、
両
手
で
抱
え
ら
れ
る
サ
イ
ズ
に
落
ち
着
く
。
さ
ら
に
、
抱
え
る
の
が
「
無
理
」
だ
と
言
い
な
が
ら
も
、
や
っ
ぱ
り
「
で
き
る
」
と

安
易
に
訂
正
が
加
わ
る
。

ワ
ロ
ン
の
仕
事
が
秀
抜
な
の
は
、
彼
が
一
連
の
矛
盾
を
列
挙
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
部
に
、
子
ど
も
の
思
考
に
特
有
の
巧

妙
さ
を
読
み
取
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。「
見
か
け
の
大
き
さ
と
客
観
的
な
大
き
さ
の
関
係
は
、
推
論
よ
り
も
は
る
か
に
実
践
の
問
題

で
あ
る
」（ibid., 698

）。「
太
陽
」
を
言
い
表
す
際
に
、
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
は
天
界
の
法
則
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま

り
、
天
界
の
法
則
か
ら
太
陽
の
在
り
様
を
「
推
論
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
太
陽
を
は
じ
め

と
す
る
自
然
現
象
は
、
推
論
の
枠
組
み
の
外
部
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ワ
ロ
ン
は
そ
れ
を
「
超
‐
事
物
」
と
命
名
す
る
。



48メルロ＝ポンティ研究　第 21 号

と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
は
推
論
の
及
ば
な
い
物
の
前
で
立
ち
す
く
ん
だ
り
、
言
い
よ
ど
ん
だ
り
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ど
う
に

か
説
明
し
よ
う
と
す
る
。「
四
〇
セ
ン
チ
」
や
「
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
」
な
ど
、
自
分
の
生
活
圏
の
な
か
で
も
相
当
大
き
な
も
の
に
太

陽
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
彼
は
巧
妙
に

0

0

0

そ
の
大
き
さ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
子
ど
も
は
、
推
論
の
及
ば
な
い
物
を
、
実

生
活
の
な
か
の
事
象
、
す
な
わ
ち
「
実
践
」
に
ど
う
に
か
引
き
寄
せ
て
言
い
表
そ
う
と
し
て
い
る
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、

ワ
ロ
ン
が
提
唱
す
る
「
超
‐
事
物
」
は
、
子
ど
も
の
推
論
の
及
ば
な
い
自
然
現
象
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
構
造

と
し
て
、
子
ど
も
の
生
の
き
わ
め
て
実
践
的
な
側
面
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

１
‐
２　

視
点
の
遍
在
性
と
意
味
の
重
層
性

　

子
ど
も
の
「
実
践
」
あ
る
い
は
「
巧
妙
さ
」
は
、
論
理
的
に
見
れ
ば
、
矛
盾
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ワ
ロ
ン
が
指
摘
す
る
に

は
、
そ
こ
に
は
、
大
人
の
論
理
と
は
異
な
る
独
自
の
現
象
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
遍
在
性
」（ibid., 707 ; 727

）
と
呼
ぶ
。

た
と
え
ば
、
風
に
つ
い
て
聞
か
れ
る
と
、
六
歳
の
少
年
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

［
Ｗ
］
風
っ
て
何
か
な
。［
Ｅ
］
空
気
で
で
き
て
る
。［
Ｗ
］
じ
ゃ
あ
空
気
は
。［
Ｅ
］
風
で
で
き
て
る
。［
Ｗ
］
風
は
ど
こ
か
ら
吹

い
て
く
る
の
か
な
。［
Ｅ
］
空
か
ら
。［
Ｗ
］
雨
み
た
い
に
、
空
か
ら
降
っ
て
く
る
の
。［
Ｅ
］
そ
う
だ
よ
。［
Ｗ
］
風
は
強
い
の

か
な
。［
Ｅ
］
う
ん
。［
Ｗ
］
ど
う
し
て
強
い
の
。［
Ｅ
］
木
を
倒
す
か
ら
ね
。［
Ｗ
］
風
は
見
え
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
う
な

る
の
か
な
。［
Ｅ
］
風
は
煙
か
ら
で
き
て
い
る
か
ら
だ
よ
。［
Ｅ
］
こ
の
煙
が
空
に
上
っ
て
い
く
ん
だ
。［
Ｗ
］
じ
ゃ
あ
、
煙
っ

て
な
あ
に
。［
Ｅ
］
風
か
ら
で
き
て
る
。［
Ｗ
］
煙
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
な
。［
Ｅ
］
か
ま
ど
か
ら
だ
よ
（ibid., 707

）。

　

風
の
意
味
（「
風
っ
て
何
か
な
」）
を
説
明
す
る
際
に
、
こ
の
子
ど
も
は
、
風
が
空
気
か
ら
で
き
て
い
る
と
説
明
を
始
め
る
。
つ
ま

り
、
風
の
起
源

0

0

の
こ
と
を
話
し
出
す
。
と
こ
ろ
が
会
話
が
進
む
に
つ
れ
て
、
木
を
倒
す
強
風
、
煙
を
舞
い
上
が
ら
せ
る
風
、
等
々
、
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風
の
効
果

0

0

に
話
が
ず
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
最
後
に
、
風
の
起
源
を
話
し
て
い
る
は
ず
が
、
煙
の
起
源
（「
か
ま
ど
」）
に
テ
ー
マ
を
変

え
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
は
「
超
‐
事
物
」
を
説
明
す
る
際
に
、
原
因
と
結
果
の
脈
絡
を
一
度
外
し
て
、
そ
れ
を
言
い
表
そ
う
と
す

る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
、「
風
は
空
に
あ
る
」
と
同
時
に
「
空
か
ら
吹
い
て
く
る
」（ibid., 727

）。
原
因
（「
空
か
ら
」）
と
結
果
（「
空
に
」）

は
、
彼
の
思
考
の
巧
妙
さ
、
あ
る
い
は
生
活
圏
で
の
経
験
に
応
じ
て
、
使
い
や
す
い
方
が
自
由
に
選
ば
れ
、
説
明
手
段
と
し
て
採
用

さ
れ
る
。
つ
ま
り
子
ど
も
が
物
を
考
え
る
際
に
、
彼
は
思
考
の
入
り
口
（
原
因
）
と
出
口
（
結
果
）
を
自
由
に
変
更
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、
子
ど
も
が
物
の
意
味
（「
何
か
な
」）
を
言
い
表
す
際
に
、
思
考
の
入
り
口
は
無
数
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ワ
ロ
ン
は
超
‐
事
物
に
相
対
す
る
子
ど
も
の
思
考
を
「
遍
在
性
」
と
い
う
用
語
で
説
明
す
る
。
大
人
の
思
考
は
一
般

的
に
、
原
因
と
結
果
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
は
同
じ
物
（「
風
」）
に
も
遍
在
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
一
の
事
物
の
意
味
を
問
い
つ
つ
も
、
当
の
意
味
は
自
然
と
重
層
化
さ
れ
る
。

　

２　

『
ソルボンヌ
講
義
』に
お
け
る
超
‐
事
物
の
位
相
と
意
義

　

２
‐
１　

超
‐
事
物
の
前
客
観
的
な
性
格

　

一
九
四
九
‐
五
〇
年
度
の
講
義
の
最
終
回
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
超
‐
事
物
」
に
初
め
て
言
及
し
て
い
る
。
彼
は
ワ
ロ
ン
の

「
超
‐
事
物
」
を
、
現
象
学
的
な
意
味
に
お
け
る
「
前
客
観
的
」（C

S., 243
）
な
時
間
と
空
間
に
近
づ
け
て
い
る
。

子
ど
も
の
経
験
の
な
か
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
超
‐
事
物
」
が
現
前
し
て
い
る
。
こ
の
現
前
に
よ
り
、
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
、
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前
‐
客
観
的
（pré-objectifs

）
な
時
間
と
空
間
の
現
前
が
も
た
ら
さ
れ
、
想
定
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
客
体
以
前
の
時
間
と
空

間
は
、
子
ど
も
の
思
考
の
な
か
で
ま
だ
制
御
さ
れ
た
り
、
測
定
さ
れ
た
り
し
て
お
ら
ず
、
両
者
を
体
験
し
て
い
る
主
体
に
い

わ
ば
密
着
し
て
い
る
（ibid., 242

）。

　

す
で
に
見
た
と
お
り
、
超
‐
事
物
に
相
対
す
る
子
ど
も
の
思
考
は
、
推
論
、
因
果
関
係
（
原
因
と
結
果
）、
等
々
の
客
観
的
な
手

続
き
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
の
結
果
が
矛
盾
や
非
論
理
的
に
映
る
の
は
、
あ
く
ま
で
大
人
の
視
点
を
介
入
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
子
ど
も
の
思
考
活
動
に
お
け
る
「
超
‐
事
物
」
の
現
前
を
「
前
‐
客
観
的
」
と
形
容
す
る
。
周

知
の
と
お
り
、
こ
の
前
客
観
的
と
い
う
形
容
詞
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
現
象
学
的
な
「
生
活
世
界
」
の
記
述
に
対
応
す
る
。

こ
の
主
著
の
な
か
で
生
活
世
界
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
倣
い
、
述
語
で
説
明
す
る
必
要
の

な
い
、
す
な
わ
ち
「
前
‐
述
語
的
」（PhP., 150

）
な
経
験
の
層
を
提
示
し
て
い
た
。
述
語
判
断
、
客
観
的
な
分
析
、
推
論
な
ど
を
行
使

し
な
く
と
も
経
験
が
成
立
す
る
場
を
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
著
者
は
示
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

上
記
の
『
講
義
』
の
引
用
も
一
見
す
る
と
、『
知
覚
の
現
象
学
』
と
同
じ
モ
チ
ー
フ
の
な
か
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
講
義
』
に
お
け
る
前
客
観
的
な
存
在
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
の
そ
れ
と
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
で
は
そ

の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
以
下
に
対
比
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　

２
‐
２　

客
観
的
な
世
界
か
ら
前
客
観
的
な
領
野へ

　
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
経
験
の
前
客
観
的
な
層
を
、
平
板
化

0

0

0

と
い
う
否
定
的
な
現
象
か
ら
導
出

し
て
い
る
。「
序
論
」
の
ミ
ュ
ラ
ー
＝

リ
ヤ
ー
の
錯
視
に
対
す
る
彼
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
そ
の
典
型
的
な
導
出
方
法
で
あ
る
。「
ミ
ュ

ラ
ー
＝

リ
ヤ
ー
の
錯
視
に
お
い
て
、
二
本
の
切
片
は
、
等
し
い
わ
け
で
も
、
等
し
く
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
二
者
択
一
が

必
要
と
な
る
の
は
、
客
観
的
な
世
界
の
な
か
で
で
あ
る
」（PhP., 12

）。
ミ
ュ
ラ
ー
＝

リ
ヤ
ー
の
錯
視
図
に
お
い
て
は
、
平
行
に
置
か
れ
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た
等
し
い
長
さ
の
二
本
の
線
に
向
き
の
異
な
る
斜
線
が
補
助
的
に
加
わ
る
こ
と
で
、
補
助
線
が
外
部
に
向
か
っ
た
線
の
方
が
、
視
覚

上
で
長
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
錯
覚
の
経
験
を
通
じ
て
、
二
本
の
線
が
〈
等
し
い
〉
あ
る
い
は
〈
等
し
く
な
い
〉
と
い
う
問
題
が
心

理
学
的
な
争
点
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
争
点
を
「
客
観
的
な
世
界
」
の
視
点
と
批
判
す
る
。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
経
験
に

は
、
二
者
択
一
で
計
測
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、「
靄
が
か
っ
た
あ
か
り
越
し
の
風
景
の
よ
う
な
、
混
濁
し
た
光
景
も
あ
る
」（ibid.

［
註

４
］）
か
ら
で
あ
る
。
経
験
の
曖
昧
な
層
（「
靄
」）、
す
な
わ
ち
前
客
観
的
な
水
準
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
ミ
ュ

ラ
ー
＝

リ
ヤ
ー
の
錯
視
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
直
す
。

知
覚
さ
れ
た
二
本
の
線
が
、
現
実
の
線
と
し
て
、
等
し
い
の
か
等
し
く
な
い
の
か
を
、
科
学
は
強
く
求
め
る
。
両
義
性
や

「
揺
ら
ぎ
」
を
許
容
し
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
の
文
脈
に
応
じ
て
形
作
ら
れ
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
、
知
覚
さ
れ
た
も
の

の
特
性
で
あ
る
こ
と
を
知
り
も
せ
ず
に
。
ミ
ュ
ラ
ー
＝

リ
ヤ
ー
の
錯
視
に
お
い
て
、
あ
る
線
は
「
等
し
く
な
く
」
な
る
こ
と
な

し
に
、
も
う
一
本
の
線
と
等
し
く
あ
る
の
を
止
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
別
の
も
の
」
に
な
っ
た
わ
け
だ
（ibid., 18

）。

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
説
明
に
よ
る
と
、
補
助
線
が
内
向
き
の
線
は
外
向
き
の
線
よ
り
短
く
な
っ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
後
者
が

前
者
よ
り
も
長
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
方
が
他
方
と
〈
等
し
い
〉
あ
る
い
は
〈
等
し
く
な
い
〉
と
い
う
関
係
を
お
の
ず
か

ら
脱
却
し
て
、「
別
の
も
の
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
客
観
的
な
世
界
」
に
立
脚
し
た
評
価
基
準
が
〈
等
し
い
／
等
し
く
な
い
〉
で
あ

る
な
ら
、〈
等
し
い
わ
け
で
も
、
等
し
く
な
い
わ
け
で
も
な
い
〉（「
靄
」
あ
る
い
は
「
揺
ら
ぎ
」）
が
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、

錯
視
の
最
初
の
基
準
と
な
る
。
こ
こ
で
一
方
の
線
が
、
他
方
の
線
と
の
等
し
い
あ
る
い
は
等
し
く
な
い
と
い
う
関
係
を
抜
け
出
す
。

そ
の
最
終
的
な
結
果
と
し
て
、〈
等
し
い
〉
あ
る
い
は
〈
等
し
く
な
い
〉
と
い
う
客
観
的
な
世
界
の
基
準
が
争
点
と
し
て
生
じ
る
。

　

以
上
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
説
明
か
ら
「
客
観
的
な
世
界
」
を
検
討
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
現
象
学
的
な
経
験
を
切
り
縮
め
る
役
割
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を
備
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
［
註
５
］。〈
等
し
い
わ
け
で
も
、
等
し
く
な
い
わ
け
で
も
な
い
〉（
あ
る
い
は
「
靄
」）
の
水
準
で

本
来
分
節
す
る
は
ず
の
経
験
が
、〈
等
し
い
／
等
し
く
な
い
〉
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
基
準
に
す
り
替
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し

て
前
者
の
前
客
観
的
な
性
質
が
隠
蔽
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
経
験
の
本
質
的
な
側
面
が
「
平
板
化
」（ibid., 152

）
を
被
る
。
こ
の
よ
う
に
、

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
経
験
の
前
客
観
的
な
性
質
を
そ
の
も
の
と
し
て
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

が
隠
蔽
さ
れ
失
わ
れ
る
契
機
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
存
在
と
意
義
を
導
出
す
る
［
註
６
］。
こ
れ
に
対
し
て
、『
講
義
』
に
お
け
る

「
超
‐
事
物
」
の
前
客
観
性
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
議
論
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の

記
述
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
、
そ
れ
〔
子
ど
も
の
「
信
念
」〕
は
大
人
に
お
い
て
も
残
存
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
視
点
の
外
側
で

思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
超
‐
事
物
」
の
境
界
を
も
っ
と
遠
く
に
押
し
や
る
こ
と
は
で
き
る
（
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
体
系

を
学
ぶ
こ
と
で
）。
で
も
、「
超
‐
事
物
」
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
（C

S., 242

）。

　

こ
の
文
脈
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
子
ど
も
の
「
信
念
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
答
え
る
の
が
め
ん
ど
う

な
場
合
、
あ
る
い
は
思
考
の
及
ば
な
い
も
の
を
言
い
表
す
場
合
（「
超
‐
事
物
」
の
ケ
ー
ス
）、
子
ど
も
は
「
口
先
だ
け
で
」（ibid.

）
適

当
に
返
答
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
会
話
が
進
む
に
つ
れ
て
、
い
い
加
減
に
答
え
た
内
容
を
信
じ
込
む
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
当

初
は
抱
き
か
か
え
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
太
陽
が
、
四
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
子
ど
も

の
特
殊
な
「
信
念
」
を
前
客
観
的
な
領
野
の
特
徴
と
し
て
示
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
引
用
に
お
い
て
、
彼
は
、
こ
の
種
の
信
念
が
大
人
の
生
活
に
も
残
存
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
超
‐
事
物
へ
の
思
い
込
み
に
も
近
い
「
信
念
」
は
前
客
観
的
な
水
準
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
経
験
の
前
客
観
的
な
側
面

は
、
客
観
的
な
判
断
基
準
（「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
体
系
」）
を
習
得
す
る
な
か
で
、
消
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
超
‐
事
物
と
そ
の
前
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客
観
的
な
性
質
は
、
成
長
を
通
じ
て
遠
く
に
押
し
の
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
消
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
行
っ
て
い
る
前
客
観
的
な
存
在
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
、
客
観
的
な
判
断
基
準
（「
客
観
的
な
世
界
」）
は
そ
れ
に
先
立
つ
経
験
の
層
（「
前
述
語

的
な
判
断
」）
を
隠
蔽
（
あ
る
い
は
平
板
化
）
す
る
役
割
を
備
え
て
い
た
。
逆
か
ら
説
明
す
る
な
ら
、
こ
の
種
の
平
板
化
が
生
じ
る
か

ら
こ
そ
、
経
験
の
前
客
観
的
な
層
の
存
在
と
価
値
は
証
明
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
講
義
』
に
お
い
て
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
の
前
客
観
的
な
性
質
が
客
観
的
な
基
準
に
よ
り
隠
蔽
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
残
存
し
続
け
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、『
知
覚
の
現
象
学
』
が
否
定
的
な
現
象
を
補
助
線
と
し
て
導
入

す
る
こ
と
に
よ
り
前
客
観
的
な
経
験
の
層
を
導
出
し
た
と
す
る
な
ら
、『
講
義
』
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
超
‐
事
物
」
を
導
入
す

る
こ
と
で
、
こ
の
経
験
層
の
前
客
観
的
な
性
質
の
よ
り
具
体
的
な
記
述
方
法
を
見
つ
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

２
‐
３　
ホヮンの
ピ
ア
ジェ批
判

　

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
転
換
は
、『
講
義
』
に
お
け
る
超
‐
事
物
の
導
入
に
い
た
る
流
れ
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
四
九‐

五

〇
年
度
の
講
義
の
最
終
回
の
後
半
部
分
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先

立
つ
部
分
で
、
こ
の
現
象
学
者
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ス
ミ
ス
大
学
の
心
理
学
者
Ｉ
・
ホ
ヮ
ン
が
「
子
ど
も
の
怪
異
現
象
の
説
明
」（H

uang 

1931

）
に
お
い
て
展
開
し
た
ピ
ア
ジ
ェ
批
判
を
、
学
生
た
ち
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

ホ
ヮ
ン
は
、
子
ど
も
に
手
品
（「
怪
異
現
象
」）
を
披
露
し
、
彼
ら
の
反
応
を
検
証
し
た
。
右
袖
の
な
か
に
コ
イ
ン
を
入
れ
て
見
せ
、

右
腕
を
あ
げ
る
。
そ
の
後
、
あ
ら
か
じ
め
袖
口
の
ボ
タ
ン
に
縫
い
付
け
て
お
い
た
コ
イ
ン
を
取
り
出
し
、
子
ど
も
た
ち
を
驚
か
せ

る
。
簡
単
な
手
品
で
あ
る
（H

uang 1931, 86-87

）。
そ
し
て
「
ど
う
し
て
」（H

uang 1931, 88

）
と
子
ど
も
た
ち
に
質
問
す
る
。
子
ど
も
た
ち

は
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
事
態
に
「
穴
が
空
い
て
い
な
い
の
に
、
あ
り
え
な
い
」（Ibid.

）
と
驚
く
だ
け
で
は
な
く
、
肩
か
ら
先
で
消

え
た
は
ず
の
コ
イ
ン
が
ど
う
し
て
手
の
な
か
に
あ
る
の
か
を
推
測
し
始
め
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
布
が
縦
に
織
ら
れ
て
い
る
か
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ら
だ
よ
」、「
布
が
厚
い
か
ら
だ
よ
」、「
布
が
硬
い
か
ら
だ
よ
」、
等
々
、
多
様
な
答
え
が
導
き
出
さ
れ
る
（ibid., 88

）。

『
子
ど
も
の
世
界
表
象
』
と
『
子
ど
も
の
心
的
因
果
性
』
に
お
け
る
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
こ
の
種
の
問
い
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
答
え

の
論
理
的
な
一
貫
性
の
欠
落
を
、「
実
念
論
」（Piaget 1927a, 114-115 ; Piaget 1927b, 273

）、
す
な
わ
ち
魔
術
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
結
論
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ホ
ヮ
ン
は
、
子
ど
も
た
ち
が
怪
異
現
象
に
対
し
て
何
ら
か
の
答
え
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
思
考
作
業
そ
の
も
の
を
評

価
す
る
。
手
品
に
驚
嘆
し
つ
つ
も
、
子
ど
も
た
ち
は
「
布
が
硬
い
」
や
「
布
が
厚
い
」
な
ど
衣
服
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
知
識
か
ら
答

え
を
出
そ
う
と
す
る
。
彼
ら
は
不
合
理
な
事
態
（
手
品
）
を
前
に
し
て
、
魔
法
の
よ
う
な
世
界
に
浸
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分

の
「
経
験
を
活
用
す
る
能
力
」（H

uang 1931, 90

）
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
答
え
の
論
理
的
な
一
貫
性
の
欠
落
の

み
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ
を
魔
術
と
み
な
す
ピ
ア
ジ
ェ
の
見
解
を
、
ホ
ヮ
ン
は
厳
し
く
批
判
す
る
（ibid., 177-180

）［
註
７
］。

ホ
ヮ
ン
の
批
判
に
賛
同
し
つ
つ
、『
講
義
』
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
子
ど
も
の
思
考
が
既
知
の
経
験
（「
布
が
硬
い
」、「
厚
い
」）

を
積
極
的
に
動
員
し
な
が
ら
、
論
理
的
な
脈
絡
が
欠
落
し
た
答
え
に
な
ろ
う
と
も
、
仮
説
を
作
り
だ
そ
う
と
す
る
作
業
に
注
目
す

る
。「
み
ご
と
な
こ
と
だ
が
、
子
ど
も
は
、
以
前
の
仮
説
が
だ
め
に
な
っ
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
自
発
的
に
新
し
い
仮
説
を
作
り
だ
す
」

（C
S., 238

）。
こ
の
仮
説
作
業
は
、
決
し
て
論
理
的
な
手
続
き
を
踏
ま
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
、
子
ど

も
の
知
的
生
活
に
特
有
の
自
発
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
経
験
同
士
の
自
発
的
な
連
結
を
評

価
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
連
結
を
「
知
覚
さ
れ
た
諸
要
素
の
集
め
直
し
」
と
呼
ぶ
。

説
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
領
野
の
欠
落
を
埋
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
子
ど
も
は
未
知
の
、
さ
ら
に
は
脈
絡
の
な

い
現
象
に
働
き
か
け
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
だ
け
が
、
不
完
全
な
文
脈
に
統
合
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ヮ
ン
は
こ
の

論
文
で
子
ど
も
の
思
考
を
、
具
体
的
な
方
法
で
、
つ
ま
り
知
覚
と
い
う
言
葉
で

0

0

0

0

0

0

0

0

把
握
し
て
い
る
。
重
要
と
な
る
の
は
、
完
成

0

0

さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
不
完
全
な
状
況

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
立
ち
会
っ
た
子
ど
も
は
も
ち
ろ
ん
、
物
理
学
者
の

よ
う
に
推
論
な
ど
し
な
い
。
む
し
ろ
、
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
な
ど
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
知
覚
さ
れ
た
諸
要
素
を
集
め
直
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す
の
で
あ
る
（ibid., 241

）。

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
超
‐
事
物
な
い
し
怪
異
現
象
を
目
の
当
た
り
に
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
物
理
学
的
な
空
間
、
す
な
わ
ち

充
実
し
た
空
間
で
は
な
く
、
つ
ね
に
欠
落
し
た
状
況
（「
不
完
全
な
文
脈
」）
に
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

の
な
か
で
、
子
ど
も
は
課
題
に
答
え
る
た
め
に
も
、
こ
れ
ま
で
の
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
の
知
覚
経
験
を
自
由
に
組
み
換
え
な
が
ら
思

考
す
る
。
つ
ま
り
、
問
い
に
向
き
合
い
、
そ
れ
を
考
え
る
た
び
に
、
自
分
の
実
践
的
な
経
験
を
自
由
に
「
集
め
直
す
」
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
が
、
ホ
ヮ
ン
の
実
験
結
果
で
説
明
す
る
な
ら
、「
布
が
縦
に
織
ら
れ
て
い
る
か
ら
」、「
布
が
厚
い
か
ら
」
な
ど
、
一
度
聞

い
た
だ
け
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
答
え
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
の
ケ
ー
ス
で
説
明
す
る
な
ら
、
問
い
の
意

味
は
「
風
」、「
空
」、「
煙
」、「
か
ま
ど
」、
等
々
と
自
由
に
変
更
さ
れ
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
思
考
は
練
り
上
が
っ
て

ゆ
く
。

　
『
講
義
』
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
ホ
ヮ
ン
の
ピ
ア
ジ
ェ
批
判
を
通
じ
て
、
人
間
の
思
考
の
自
発
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、
彼
は
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
概
念
に
お
い
て
も
、
科
学
的
な
手
続
き
（「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
体
系
」）
と
は
異
な
る
水

準
で
の
思
考
の
自
発
的
な
展
開
を
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
に
『
講
義
』
の
流
れ
を
見
る
と
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
前
客
観
的
存
在

を
客
観
的
な
世
界
に
お
け
る
平
板
化
か
ら
否
定
的
に
導
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
当
の
存
在
の
展
開
そ
の
も
の
（「
信
念
」、

「
知
覚
さ
れ
た
諸
要
素
の
集
め
直
し
」、
等
々
）
を
よ
り
具
体
的
に
記
述
す
る
た
め
に
、
発
達
心
理
学
の
諸
成
果
を
使
用
し
て
い
た
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
点
に
、
前
客
観
的
な
存
在
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
転
換
が
読
み
取
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
転
換
の
な
か

に
、「
超
‐
事
物
」
と
い
う
概
念
が
果
た
し
た
貢
献
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



56メルロ＝ポンティ研究　第 21 号

　

３　

後
期
思
想
に
お
け
る
超
‐
事
物
の
展
開
と
意
義

　

３
‐
１　
ワロン
との
決
別

『
講
義
』
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
経
験
の
前
客
観
的
な
領
野
の
探
究
を
推
進
す
る
た
め
に
、
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
と
い
う

概
念
を
導
入
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
方
向
性
は
、
ワ
ロ
ン
と
の
決
別
も
表
わ
し
て
い
る
。

「
超
‐
事
物
」
に
係
る
部
分
の
「
結
論
」
で
、
ワ
ロ
ン
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
主
体
と
し
て
、
子
ど
も
は
自
分
の
こ
と
を
、

創
始
者
や
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
尺
度
と
み
な
し
て
い
る
。
客
体
と
し
て
、
彼
本
人
は
存
在
す
る
も
の
や
、
そ
の
存
在
が
彼
よ
り
前
に
示

す
も
の
に
愛
着
を
抱
く
」（W

allon 1945, 715

）。
自
然
現
象
の
始
ま
り
、
家
族
の
始
ま
り
、
等
々
―
―
物
事
の
始
ま
り
に
対
し
て
子
ど
も

が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
か
を
、
ワ
ロ
ン
は
こ
こ
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
と
結
論
す

る
。
上
記
の
引
用
を
「
超
‐
事
物
」
か
ら
説
明
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
主
体
と
し
て
の
子
ど
も
の
言
い
分
を
考
慮
す
る
な
ら
、

太
陽
は
「
四
〇
セ
ン
チ
」
ほ
ど
で
、
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
「
尺
度
」
な
い
し
「
起

源
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
反
対
に
、
彼
は
、
太
陽
が
大
き
い
こ
と
も
あ
る
程
度
に
お
い
て
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
当
初
、
彼
は

そ
れ
が
大
き
す
ぎ
て
、
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
は
抱
え
ら
れ
な
い
と
言
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
論
部
分
で
思
考
の
巧
妙
さ
や
視
点
の
遍
在
性
を
提
示
し
な
が
ら
も
、「
結
論
」
の
ワ
ロ
ン
は
子
ど
も
の
思
考
の

矛
盾
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
彼
は
カ
ン
ト
に
倣
い
、
こ
の
起
源
を
め
ぐ
る
矛
盾
を
、
子
ど
も
の
思
考
の
「
第
一
ア
ン
チ

ノ
ミ
ー
」（ibid., 715

）
あ
る
い
は
「
二
律
背
反
的
な
態
度
」（ibid., 713
）
と
呼
ぶ
。
子
ど
も
に
と
っ
て
、
太
陽
は
無
限
に
大
き
く
も
あ
れ

ば
、
有
限
で
抱
き
か
か
え
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
の
彼
の
思
考
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
弁

証
論
で
提
示
し
た
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
―
―
始
ま
り
の
有
無
あ
る
い
は
無
限
と
有
限
の
対
立
―
―
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」、「
無
制
約
」（ibid.

）、「
因
果
」（ibid., 714

）、「
全
体
」（ibid., 723
）
な
ど
―
―
カ
ン
ト
の
弁
証
論
に
ま
つ
わ
る
概
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念
を
使
用
し
な
が
ら
、「
結
論
」
の
ワ
ロ
ン
は
、
子
ど
も
の
思
考
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
。『
講
義
』
に
お
い
て
（
さ
ら
に
は
次
節
で
見

る
と
お
り
、
後
年
の
シ
モ
ン
講
義
で
も
）、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
ワ
ロ
ン
の
見
解
に
批
判
的
な
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ワ
ロ
ン
は
子
ど
も
の
思
考
の
結
果
か
ら
の
み
、
そ
の
矛
盾
（
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
―
―
と

り
わ
け
、
起
源
の
有
無
（
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
と
物
質
の
最
少
単
位
の
有
無
（
第
二
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
―
―
は
、
対
立
す
る
命
題

の
不
可
能
性
を
証
明
す
る
こ
と
で
の
み
、
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
（cf. A426-433/B454-461

）。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、〈
太

陽
が
大
き
す
ぎ
て
抱
え
ら
れ
な
い
〉（
無
限
）
と
い
う
命
題
か
ら
〈
太
陽
は
四
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
で
、
抱
え
ら
れ
る
〉（
有
限
）
と
い

う
命
題
へ
の
移
行
に
関
し
て
、
子
ど
も
は
前
者
の
不
可
能
性
を
証
明
し
て
、
後
者
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
太
陽
が
何
か

と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
後
者
を
自
発
的
に
動
員
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
非
論
理
的
な
子
ど
も
の
思
考
は
、

矛
盾
で
は
な
く
、
そ
の
「
巧
妙
さ
」（W

allon 1945, 692

）
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
巧
妙
さ
の
お
か
げ
で
、
子
ど
も
は

意
味
（「
太
陽
っ
て
何
」）
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
自
由
に
変
更
（「
遍
在
性
」）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ

は
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
と
い
う
概
念
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
概
念
に
値
す
る
だ
け
の
重
要
性
を
、
彼
〔
ワ
ロ
ン
〕
は
す
べ

て
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（C

S., 242

）
と
ワ
ロ
ン
に
批
判
を
加
え
る
。

で
は
最
終
的
に
、
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
と
い
う
概
念
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
果
た
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
一
九
五
一
‐
五
二
年
度
の
二
月
か
ら
三
月
の
『
講
義
』
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
あ
る
学
生
の
発
表
に
補
足
を
加
え
て

お
り
、
そ
の
な
か
で
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
一
九
四
九‐

五
〇
年
度
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
、「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」（ibid., 512 ; 513
）
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。

閾
を
超
え
る
と
、
絶
対
的
に
「
大
き
な
も
の
」（le « grand » absolu

）
の
な
か
に
い
る
こ
と
に
な
る
（
畑
と
か
、
家
と
か
、「
家
の
よ
う

に
大
き
な
」
太
陽
と
か
）。
と
こ
ろ
が
、
経
験
の
領
野
の
な
か
に
あ
る
諸
事
物
に
対
し
て
、
子
ど
も
は
、
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
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に
、
あ
る
系
列
（série

）
を
理
解
し
て
い
る
。
超
‐
事
物
か
ら
こ
そ
、
絶
対
的
に
「
大
き
な
も
の
」
は
始
ま
る
の
で
あ
る
（ibid., 513

）。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
の
崇
高
論
で
用
い
た
表
現
で
あ
る
［
註
８
］。
限

り
な
く
大
き
な
事
象
（
数
学
的
崇
高
）
や
自
然
の
猛
威
（
力
学
的
崇
高
）
を
、
カ
ン
ト
は
「
崇
高
」
と
呼
ぶ
（Ak. 5, §-§ 23-29

）。
こ
の
水

準
に
お
い
て
、
主
体
の
行
為
は
比
較
を
超
え
た
あ
ま
り
の
力
に
対
応
で
き
ず
、
対
象
を
直
観
の
枠
組
み
（
時
間
と
空
間
）
に
置
く
こ

と
を
断
念
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
圧
倒
的
な
大
き
さ
や
猛
威
に
触
発
さ
れ
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
主
体
の
精
神
（G

em
üt

）
の
な
か
で
、「
構
想

力
」
が
発
動
す
る
（ibid., 217-218

）。
こ
の
構
想
力
が
、
不
可
能
な
課
題
で
あ
る
も
の
の
、「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」（schlechthin groß, cf. 

ibid., 258

）
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。

　

以
上
の
崇
高
論
を
踏
ま
え
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
こ
こ
で
言
及
し
て
い
る
「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
太
陽
」
を
説
明
す
る
際
に
、
子
ど
も
は
「
家
の
よ
う
に
大
き
な
」
と
表
現
す
る
。
彼
は
自
分
の
生
活
圏
で
思
い
つ
く
一
番
大
き
な
も

の
を
動
員
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
家
」
を
比
喩
的
に
使
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
な
ら
、
太
陽
を
言
い
表
す
に

あ
た
り
、「
家
」
の
実
測
上
の
大
き
さ
や
、
太
陽
と
の
比
較
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
は
い
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
太
陽
」
も

「
家
」
も
、
言
語
表
現
上
で
、
大
き
い
／
小
さ
い
、
長
い
／
短
い
な
ど
の
比
較
や
計
測
を
超
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼

に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
も
無
条
件
に
大
き
い
（「
絶
対
的
に
大
き
い
」）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
「
絶
対
的
に

大
き
な
も
の
」
が
子
ど
も
の
思
考
の
な
か
で
発
動
す
る
契
機
を
、「
超
‐
事
物
」
の
真
価
と
考
察
し
て
い
る
。「
超
‐
事
物
か
ら
こ
そ
、

絶
対
的
に
「
大
き
な
も
の
」
は
始
ま
る
」
の
で
あ
る
。

ワ
ロ
ン
は
、
子
供
に
よ
る
「
超
‐
事
物
」
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
矛
盾
で
は
な
く
、「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
、
あ
え
て

そ
こ
に
向
か
っ
て
ゆ
く
子
ど
も
の
思
考
の
自
発
的
な
働
き
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ワ
ロ
ン
が
「
超
‐
事
物
」
と
い
う

前
客
観
的
な
現
象
を
第
一
批
判
の
弁
証
論
を
念
頭
に
置
い
て
説
明
し
た
の
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
そ
れ
を
第
三
批
判
か
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ら
検
討
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
ワ
ロ
ン
か
ら
の
決
別
が
読
み
取
ら
れ
る
。

　

３
‐
２　
シモン
講
義
に
お
け
る
超
‐
事
物

　
「
超
‐
事
物
」
の
展
開
を
告
げ
る
「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」
は
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
後
期
思
想
に
も
確
認
さ
れ
る
。
実
際
に
、

こ
の
用
語
と
発
想
は
、
一
九
六
〇
‐
六
一
年
度
の
木
曜
講
義
（「
デ
カ
ル
ト
的
な
存
在
論
と
今
日
の
存
在
論
」）
で
も
使
用
さ
れ
て
い

る
［
註
９
］。
こ
の
文
脈
で
参
照
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
シ
モ
ン
の
『
フ
ラ
ン
ド
ル
へ
の
道
』
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
軍
の
一
斉

掃
射
の
後
、
み
じ
め
に
敗
走
す
る
騎
兵
隊
の
描
写
を
（FL., 28

）、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
幾
千
も
の
蹄
、
蹄
鉄
の
音
は
も
は
や
時
間
の
な
か
の
何
か
と
か
、
図
と
か
で
は
な
く
、
地
で
あ
り
、
時
間
の
勾
配
で

あ
る
。「
お
ご
そ
か
」
で
、「
記
念
碑
的
」
で
、
絶
対
的
に
大
き
な

0

0

0

0

0

0

0

（absolum
ent grand

）
何
か
、
超0

‐
事
物

0

0

（ultra-chose

）
の

こ
と
で
あ
る
。「
時
間
の
歩
み
そ
の
も
の
」、「
始
ま
り
も
、
終
わ
り
も
、
標
点
も
な
い
非
物
質
的
な
見
え
な
い
も
の
」
で
あ
る

（N
otes 1959-61, 206

、
強
調
の
傍
点
は
引
用
者
）［
註
10
］。

　

主
人
公
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
は
、
夜
の
闇
と
豪
雨
の
な
か
で
泥
に
ま
み
れ
な
が
ら
、
生
き
残
っ
た
騎
兵
隊
た
ち
と
捕
虜
収
容
所
に
向

か
っ
て
い
る
。
意
識
は
朦
朧
と
し
て
お
り
、
五
感
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
深
い
闇
、
幾
千
も
の
蹄
の
音
、「
ザ
ー
ザ
ー
と
鳴
り
響
く
」

（FL., 29

）
雨
音
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
ら
無
数
の
音
や
深
い
闇
を
背
景
（「
地
」）
に
何
か
を
知
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に

そ
の
よ
う
な
形
で
何
か
を
知
覚
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
、
彼
に
と
っ
て
、
お
し
な
べ
て
空
虚
（「
モ

ノ
ト
ー
ン
」、「
骸
骨
」、「
金
属
の
よ
う
な
表
情
」、cf. ibid.

）
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
彼
の
意
識
は
、
現
在
の
危
機
的
な
状
況

を
何
ら
救
う
手
段
に
も
な
ら
な
い
、
過
去
の
脈
絡
の
な
い
出
来
事
（
戦
前
の
競
馬
場
、
父
親
、
農
村
、cf. ibid., 20-33

）
に
飛
躍
的
に
向

か
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
出
来
事
の
自
由
な
展
開
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
で
、
シ
モ
ン
は
独
自
の
語
り
の
ス
タ
イ
ル
を
構
築
し
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た
。
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
シ
モ
ン
の
ス
タ
イ
ル
を
「
入
れ
子
」（N

otes 1959-61, 209

）
と
呼
び
、
そ
の
後
期
思
想
に
お
い

て
こ
の
概
念
を
展
開
し
た
（
註
11
）。

　

上
記
の
引
用
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
シ
モ
ン
の
記
述
が
従
来
の
「
地
」
と
「
図
」
の
定
式
に
変
更
を
迫
る
現
象
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』
の
説
明
に
よ
る
と
、
人
間
の
知
覚
経
験
は
、
当
人
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
「
地
」
が
編
成

さ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
図
の
水
準
で
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
、
当
人
の
予
期
し
な
か
っ
た
「
意
味
」（PhP., 20

）

を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。「
そ
れ
〔
図
〕
に
は
地
に
属
し
て
い
な
い
「
輪
郭
」
が
備
わ
っ
て
お
り
、
地
か
ら
「
浮
か
び
上
が
る
」」（ibid., 

20

）。
そ
し
て
こ
の
「
輪
郭
」
が
、
後
続
す
る
知
覚
行
為
の
新
た
な
背
景
（「
地
」）
と
し
て
準
備
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
モ
ン
講
義
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、「
地
」
に
対
し
て
新
た
な
役
割
を
与
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
図
が
地

（
豪
雨
、
蹄
鉄
の
音
、
暗
闇
）
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
き
わ
め
て
矛
盾
し
た
事
態
で
あ
る
が
、
後
者
が
知
覚

主
体
に
対
し
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
本
来
は
知
覚
経
験
の
背
景
（「
時
間
そ
の
も
の
」）
と
な
る
は
ず
の
も
の
が
、
知

覚
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
覚
で
き
な
い
も
の
（「
非
物
質
的
な
見
え
な
い
も
の
」）
が
知
覚
の
対
象
に
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、
ジョル
ジュ
の
精
神
状
態
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
知
覚
主
体
の
意
識
は
空
虚
化
（
モ
ノ
ト
ー
ン
、
骸
骨
、
金
属
）
す
る
。

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
せ
り
出
し
て
く
る
「
地
」
を
、「
絶
対
的
に
大
き
な
何
か
」
ま
た
は
「
超
‐
事
物
」
と
定
義
し

て
い
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、『
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
』
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
超
‐
事
物
の
な
か
に
、
圧
倒
的
に
大
き
な
も

の
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
子
ど
も
の
思
考
を
確
認
し
た
。
こ
の
発
想
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
シ
モ
ン
講
義
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
シ

モ
ン
の
作
品
の
な
か
に
も
「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」
の
あ
る
種
の
展
開
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
尺
度
を
超
え
た
も
の

（「
超
‐
事
物
」）
に
相
対
す
る
と
、
子
ど
も
は
、
脈
絡
や
論
理
な
ど
に
頓
着
せ
ず
、
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
動
員
し
て
そ
れ
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
地
―
―
あ
る
い
は
原
理
的
に
、
そ
の
ま
ま
知
覚
で
き
な
い
も
の
（「
時
間
そ
の
も
の
」）
―
―
が

せ
り
出
し
て
く
る
状
況
の
な
か
で
、
知
覚
主
体
（
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
）
の
意
識
は
一
度
空
虚
と
な
っ
た
後
、
現
在
の
状
況
と
脈
絡
の
な
い

出
来
事
（
競
馬
場
、
父
親
、
農
村
、
等
々
）
に
自
発
的
に
向
か
っ
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
思
考
は
「
入
れ
子
状
」（N

otes 1959-
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61, 209

）
に
展
開
す
る
。

ワ
ロ
ン
の
超
‐
事
物
の
帰
結

0

0

と
し
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
矛
盾
で
は
な
く
、
自
分
を
圧
倒
す
る
も
の
に
向
か
っ
て
ゆ
く
子

ど
も
の
思
考
と
、
そ
の
自
由
な
展
開
を
重
視
し
た
。
こ
う
し
た
発
想
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
シ
モ
ン
講
義
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、

思
考
の
自
由
な
作
動
の
発
端

0

0

と
な
る
、「
地
」
の
特
殊
な
働
き
を
提
示
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
超
‐
事
物
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、『
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
講
義
』
に
お
い
て
、
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
を
学
生
た
ち
に
紹
介
し
た
。
た
し
か
に
、

こ
の
議
論
は
大
部
の
『
講
義
』
の
十
数
頁
程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
本
論
で
見
た
と
お
り
、
彼
は
こ
の
概
念
と
出
会
う

こ
と
で
、
前
客
観
的
な
領
野
を
直
接
的
に
、
つ
ま
り
否
定
的
な
現
象
（「
客
観
的
な
世
界
」
と
「
平
板
化
」）
を
媒
介
と
せ
ず
に
記
述
す

る
手
が
か
り
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
そ
の
成
果
が
、
彼
の
後
期
の
思
索
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
二
点
に
お
い

て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
「
超
‐
事
物
」
と
い
う
概
念
の
受
容
の
重
要
性
が
確
認
さ
れ
る
。

　
『
知
覚
の
現
象
学
』
以
降
の
進
展
と
そ
の
後
期
思
想
へ
の
つ
な
が
り
は
、
も
ち
ろ
ん
、
ワ
ロ
ン
の
「
超
‐
事
物
」
概
念
だ
け
で
説
明

し
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
見
す
る
と
、『
講
義
』
の
内
容
は
、
発
達
心
理
学
、
社
会
学
、
人
類
学
誌
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の

学
生
た
ち
へ
の
紹
介
に
し
か
見
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
は
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
前
期
思
想
と
後
期
思
想
を
つ
な
ぐ
発
想
が

他
に
も
数
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
発
想
を
整
理
し
直
し
、
前
期
思
想
と
後
期
思
想
の
つ
な
が
り
を
検
討
し
直
す
こ
と
が
、

今
後
の
研
究
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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使
用
さ
れ
た
文
献
と
略
号

１　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
（M

erleau-Ponty, 1908-1961

）
の
著
作

[P
P

] : Le prim
at de la perception et ses conséquences philosophiques, Lagrasse, Verdier, 1996.

[PhP
] : Phénom

énologie de la perception ( 1945) , Paris, G
allim

ard, 1998.

[V
I] : Le visible et l’invisible, suivi de N

otes de travail ( 1964) , Paris, G
allim

ard, 1999.

[N
otes 1959-1961] : N

otes de cours 1959-1961, Paris, G
allim

ard, 1996.

[C
S] : Psychologie et pédagogie de l’enfant. C

ours de Sorbonne 1949-1952, Lagrasse, Verdier, 2001.

２　

そ
の
他
の
参
照
文
献
と
略
号

[H
uang 1931] : H

U
AN

G
 ( I.) , « C

hildren’s Explanations of Strange Phenom
ena », Psychologische Forschung, vol. 14, Berlin, Springer, 1931, 

pp. 63-182.

[A
/B

] ; [A
k.] : K

AN
T

（Im
m

anuel

）: 『
純
粋
理
性
批
判
』
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
（A/B

）
の
ペ
ー
ジ
数
を
明
記
す
る
。『
判
断
力
批
判
』
は
ア
カ
デ

ミ
ー
全
集
版
の
巻
数
（Ak. 5

）
と
ペ
ー
ジ
数
を
明
記
す
る
。

[N
ishioka 2005] : 

西
岡
け
い
こ
、『
教
室
の
生
成
の
た
め
に　

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
と
ワ
ロ
ン
に
導
か
れ
て
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。

[O
no 2012] : 

小
野
康
男
、「
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
と
ラ
カ
ン
」、『
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
紀
要
II
』
第
一
四
号
、
横
浜
国
立
大
学
教

育
人
間
科
学
部
編
、
二
〇
一
二
年
、
一
‐
二
〇
ペ
ー
ジ
。

[Piaget 1927a] : PIAG
ET

 ( Jeans) , La représentation du m
onde chez l’enfant

（1927

）, Paris, 2003.

[Piaget 1927b] : La causalité psychique chez l’enfant, Paris, Félix Alcan, 1927.

[S.-A
. 2013]  : SAIN

T-AU
BERT

（Em
m

anuel de) , Être et chair. D
u corps au désir : l’habilitation ontologique de la chair, Paris, J. Vrin, 



63 メルロ= ポンティとワロン

2013.

[Saw
ada 2012] : 

澤
田
哲
生
、『
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
と
病
理
の
現
象
学
』、
人
文
書
院
、
二
〇
一
二
年
。

[FL.] : SIM
O

N
 ( C

laude) , La route des Flandres, Paris, Les Editions de M
inuit, 1960.

[Takeuchi 1997] : 

竹
内
幸
哉
、「
客
観
的
思
考
と
現
象
学
的
態
度
」、『
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
研
究
』
第
3
号
、
日
本
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
・
サ
ー

ク
ル
編
、
一
九
九
七
年
、
一
五
‐
三
六
ペ
ー
ジ
。

[W
allon 1925] : W

ALO
N

( H
enri) , L’enfant turbulent. Étude sur les retards et les anom

alies du développem
ent m

oteur et m
ental ( 1925) , Paris, 

PU
F, 1984.

[W
allon 1945] : Les origines de la pensée chez l’enfant ( 1945) , Paris, PU

F, 1975.

本
研
究
は
科
研
費
（
１
５
Ｋ
１
６
６
０
４
：「
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
運
動
に
お
け
る
患
者
と
子
ど
も
の
位
相
に
関
す
る
研
究
」）
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

　

註
［
１
］　
「
研
究
計
画
」
で
は
『
騒
が
し
い
子
ど
も
た
ち
』（W

allon 1925

）
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

［
２
］　

近
年
で
は
小
野
康
男
氏
の
研
究
が
参
照
さ
れ
る
。C

f. O
no 2012.

［
３
］　

一
九
五
〇
‐
五
一
年
度
の
講
義
（「
子
ど
も
の
他
者
と
の
関
係
」）
で
も
「
超‐

事
物
」
の
言
及
は
確
認
さ
れ
る
が
（C

S., 304

）、
内
容
は

紹
介
の
域
を
出
な
い
説
明
な
の
で
本
研
究
で
は
割
愛
す
る
。

［
４
］　

前
客
観
的
な
領
野
の
特
徴
と
な
る
「
霞
」
と
い
う
表
現
は
、「
霧
」
お
よ
び
「
雰
囲
気
」
と
な
ら
び
、『
知
覚
の
現
象
学
』
序
論
と
「
性
的
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存
在
と
し
て
の
身
体
」
に
お
い
て
概
念
的
に
使
用
さ
れ
る
。C

f. PhP., 12 ; 196 ; 197 et passim
.

［
５
］　
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
「
客
観
的
な
世
界
」
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
竹
内
幸
哉
氏
の
論
文
を
参
照
。C

f. Takeuchi 1997.

［
６
］　
『
知
覚
の
現
象
学
』
本
論
に
お
け
る
病
理
的
現
象
の
膨
大
な
導
入
に
関
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
症
例
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（
高
次

脳
機
能
障
害
）
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
視
覚
障
害
の
検
討
を
通
じ
て
、
意
味
を
産
出
し
な

く
な
っ
た
「
生
活
世
界
」（PhP., 150

）、
機
能
し
な
く
な
っ
た
志
向
性
（PhP., 158

）、
等
々
を
導
出
す
る
。
詳
し
く
は
拙
著
を
参
照
。

Saw
ada 2012.

［
７
］　

ピ
ア
ジ
ェ
は
子
ど
も
た
ち
の
受
け
答
え
の
論
理
的
な
矛
盾
か
ら
魔
術
的
な
実
在
論
を
提
唱
す
る
。「［
ピ
ア
ジ
ェ
、
以
下
Ｐ
］
小
舟
が
水

に
浮
い
て
い
る
ね
。
ど
う
し
て
浮
い
て
い
る
の
か
な
。［
子
ど
も
、
以
下
Ｅ
］
水
が
も
っ
と
重
い
か
ら
だ
よ
。［
Ｐ
］
水
は
小
舟
よ
り
重

い
と
い
う
こ
と
か
な
。［
Ｅ
］
そ
う
だ
よ
。［
Ｐ
］
と
い
う
こ
と
は
、
ボ
ー
ト
が
軽
い
か
ら
か
な
。［
Ｅ
］
ち
が
う
よ
。
水
が
い
っ
ぱ
い
だ

か
ら
だ
よ
」（Piaget 1927b, 162-163

）。
子
ど
も
の
受
け
答
え
を
論
理
的
に
検
証
す
る
な
ら
、「
小
舟
」
は
「
水
」
と
比
べ
て
「
軽
い
」。

と
こ
ろ
が
、
小
舟
が
「
軽
い
」
か
ら
水
に
浮
か
ぶ
の
で
は
な
く
、
水
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
、
小
舟
は
浮
か
ぶ
。
論
理
的
に
言
い
か
え

る
な
ら
、「
小
舟
」
は
決
し
て
「
軽
い
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
こ
の
子
ど
も
に
と
っ
て
、「
小
舟
」
は

軽
く
も
あ
れ
ば
、
重
く
も
あ
る
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
彼
は
子
ど
も
の
答
え
の
論
理
的
な
矛
盾
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
景
と
な
る
魔
術
的

な
実
在
論
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
ホ
ヮ
ン
は
、
こ
の
種
の
矛
盾
が
子
ど
も
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ピ

ア
ジ
ェ
の
「
解
釈
の
創
作
性
」
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。（C

f. H
uang 1931, 107 ; C

S., 239

）。

［
８
］　
『
知
覚
の
現
象
学
』
以
来
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
Ｊ
・
ジ
ブ
ラ
ン
訳
の
『
判
断
力
批
判
（C

ritique du jugem
ent

）』
を
使
用
し
て
い
る
。

ジ
ブ
ラ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
崇
高
論
に
お
け
る schlechthin groß 
と
い
う
表
現
を
、「
絶
対
的
に
大
き
い
（grand absolum

ent

）」（
新
し
い

フ
ィ
ロ
ネ
ン
コ
訳
は absolum

ent grand

）
と
訳
出
し
て
い
る
。『
講
義
』
の
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
れ
を
「
絶
対
的
に
『
大
き
な
も
の
』

（le « grand » absolu

）」
と
名
詞
に
置
き
換
え
、
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

［
９
］　
「
遍
在
性
」
と
い
う
用
語
と
発
想
に
つ
い
て
は
、
シ
モ
ン
講
義
の
『
草
』
を
扱
っ
た
部
分
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
（N

otes 1959-61, 209-
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210

）。

［
10
］　
「
記
念
碑
（m

onum
ent

）」
は
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
後
期
思
想
で
頻
繁
に
使
用
す
る
用
語
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
四
月
の
研
究
ノ
ー

ト
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
体
験
（Erlebnisse

）
や
内
面
性
の
と
も
な
わ
な
い
こ
う
し
た
生
を
復
元
す
る
こ
と
。
こ
れ

は
、
ピ
ア
ジ
ェ
が
ひ
ど
く
ま
ず
い
や
り
方
で
、〔
子
ど
も
の
〕
自
己
中
心
主
義
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、『
記
念
碑

的
な
生
』、
制
度
化
（Stiftung

）、
通
過
儀
礼
の
こ
と
で
あ
る
」（V

I., 292

）。
こ
こ
で
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
は
「
記
念
碑
」
と
い
う
用
語

を
用
い
る
こ
と
で
、
主
体
の
生
の
内
部
に
意
識
的
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
生
を
当
の
主
体
が
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
と

こ
ろ
で
支
え
る
作
用
（「
制
度
化
」）
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
同
様
の
記
述
は
、
一
九
五
八
‐
五
九
年
度
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ

ン
ス
講
義
、『
シ
ー
ニ
ュ
』
序
文
お
よ
び
『
眼
と
精
神
』
の
ロ
ダ
ン
を
論
じ
た
箇
所
に
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
用
語
と
概
念
は
、
後
期
の

メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
時
間
概
念
（「
時
間
以
前
の
時
間
」、ibid.

）
を
解
明
す
る
う
え
で
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
新
た
に
議
論
を
組
み
立

て
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
研
究
で
は
「
絶
対
的
に
大
き
な
も
の
」
に
議
論
を
限
定
し
、「
記
念
碑
」
に
関
し
て
は
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

［
11
］　

詳
し
く
は
拙
著
第
三
部
第
四
章
を
参
照
。C

f. Saw
ada 2012, 267-290.


