
111 ミシェル・アンリ哲学における宗教思想家としてのカフカ 
 

 

 
 

 

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
に
お
け
る 

宗
教
思
想
家
と
し
て
の
カ
フ
カ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐 

藤 

勇 

一 

 

は
じ
め
に 

 

本
稿
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
位
置
づ
け
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
哲
学
者

が
独
立
し
た
カ
フ
カ
論
を
残
し
て
い
る
が
、
ア
ン
リ
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
現
出
の
本
質
』

（
一
九
六
三
年
）
、
『
実
質
的
現
象
学
』
（
一
九
九
〇
年
）
、
『
我
は
真
理
な
り
』
（
一
九
九
六
年
）
、
『
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
』
（
二
〇
〇

二
年
）
な
ど
、
ア
ン
リ
は
自
著
の
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
カ
フ
カ
に
言
及
し
て
お
り
、
我
々
は
ア
ン
リ
の
思
索
的
生
涯
を
通
じ
て
現

れ
る
彼
の
カ
フ
カ
読
解
を
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン
リ
は
、
カ
フ
カ
を
「
宗
教
思
想
家
」(EM

, 514)

と
見
な
す
。
こ
の
よ

う
な
読
解
は
、
カ
フ
カ
に
神
学
を
持
ち
込
む
こ
と
を
慎
重
に
避
け
る
傾
向
に
あ
る
哲
学
者
に
よ
る
読
解
の
中
で
は
特
異
な
位
置
に

あ
る
が
、
カ
フ
カ
の
解
釈
史
の
中
で
は
と
り
た
て
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
カ
フ
カ
の
作
品
に
神
の
摂
理
と
人
の
世
の

隔
た
り
や
、
神
の
恩
寵
を
見
た
り
、
ユ
ダ
ヤ
や
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
を
考
察
し
た
り
す
る
な
ど
、
カ
フ
カ
と
宗
教
に
関
し
て
は

(

1) 
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様
々
な
解
釈
が
あ
り
得
る
。
で
は
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
カ
フ
カ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
宗
教
思
想
家
な
の
か
、
以
下
、
ア
ン
リ
哲

学
の
特
徴
と
と
も
に
考
察
す
る
。 

 
１ 
カ
フ
カ
と
真
理
へ
の
道 

 

文
学
、
と
く
に
カ
フ
カ
の
作
品
は
、
ア
ン
リ
の
哲
学
を
理
解
す
る
ひ
と
つ
の
入
り
口
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
ン
リ
は
、
哲
学
上
の
作
品
を
著
す
一
方
で
、
一
九
五
四
年
に
『
若
き
将
校
』
（
一
九
四
八
年
執
筆
）

を
出
版
し
、
一
九
七
六
年
に
『
愛
は
瞳
を
閉
じ
て
』
で
ル
ノ
ー
ド
ー
賞
を
と
り
、
一
九
八
一
年
に
『
王
の
息
子
』
を
出
版
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
継
続
的
に
小
説
を
執
筆
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
哲
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
小
説
家
で
も
あ
っ
た
彼
に
と
っ
て
、

カ
フ
カ
は
、
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
の
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
や
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
よ
う
に
、
哲

学
上
の
重
要
な
参
照
作
家
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
同
じ
小
説
家
と
し
て
「
称
賛
」
の
気
持
ち
を
抱
く
存
在
で
も
あ
っ

た
。 哲

学
者
ア
ン
リ
は
、
解
釈
者
と
創
作
者
の
二
重
の
立
場
で
、
文
学
や
カ
フ
カ
の
作
品
に
惹
か
れ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
立
場
は

彼
の
中
で
互
い
に
乖
離
し
あ
っ
た
り
は
し
な
い
の
か
。
そ
も
そ
も
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
哲
学
と
文
学
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ

た
の
か
。
こ
う
し
た
当
然
思
い
浮
か
ぶ
問
い
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
は
い
く
つ
か
の
機
会
に
答
え
て
い
る
。
或
る
対
談
で
は
、
彼
は

激
し
い
労
苦
を
と
も
な
う
哲
学
的
分
析
と
、
問
い
を
立
て
ず
に
自
由
に
没
頭
す
る
文
学
的
創
作
と
の
間
で
迷
い
が
あ
っ
た
と
率
直

に
認
め
て
い
る(PV-III, 309-311)

。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ア
ン
リ
は
小
説
で
も
「
パ
ト
ス
的
な
生
」(PV-III, 313)

と
想
像
の

内
的
な
結
び
つ
き
を
探
究
し
た
と
言
い
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
文
学
と
哲
学
が
「
真
理
を
語
ろ
う
と
す
る
意
図
」(AD

, 224)

を
共

(

2) 

(

3) 
(

4) 

(

5) 
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通
し
て
も
つ
と
主
張
す
る
。
彼
に
と
っ
て
小
説
の
執
筆
は
、
哲
学
の
労
苦
を
紛
ら
わ
す
手
慰
み
で
は
な
く
、
真
理
を
表
現
す
る
別

の
仕
方
で
あ
り
、
カ
フ
カ
へ
の
評
価
も
真
理
と
の
関
係
で
行
わ
れ
る
。 

 
君
が
そ
の
上
に
身
を
支
え
て
い
る
地
面
が
、
そ
れ
を
覆
っ
て
い
る
二
本
の
足
よ
り
も
広
い
こ
と
が
あ
り
え
な
い
な
ん
て
、
な

ん
と
幸
運
な
の
だ
ろ
う
。(N

S-II , 118

〔140

〕JI, 253) 

 

カ
フ
カ
が
一
九
一
七-
一
八
年
の
ノ
ー
ト
に
記
し(N

S-II , 46

〔49

〕)

、
一
九
一
八
年
一
月
以
降
の
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
成
」

に
再
び
書
き
つ
け
た
こ
の
言
葉
は
、
『
現
出
の
本
質
』
第
三
七
節
「
内
在
の
内
的
構
造
」
に
お
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
構
造
を
示
す

た
め
に
引
用
さ
れ
る(EM

, 361)
。
ア
ン
リ
は
、
こ
の
言
葉
を
「
存
在
が
、
存
在
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
の
完
璧
な
一
致
に
お
い
て
、

自
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
よ
う
な
、
「
一
体
性
に
お
け
る
存
在
の
構
造
」(EM

, 361-362)

を
示
す
も
の
だ
と
解
釈
し

た
。
カ
フ
カ
の
言
葉
は
「
い
っ
さ
い
の
明
白
な
哲
学
的
文
脈
の
外
の
言
葉
」(EM

, 506)

で
は
あ
る
が
、
絶
対
的
な
生
の
内
的
構
造

を
哲
学
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
ア
ン
リ
か
ら
す
れ
ば
、
「
根
源
的
で
普
遍
的
な
構
造
に
お
け
る
真
理
そ
れ
自
身
」(EM

, 361)

を

言
い
当
て
た
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
カ
フ
カ
の
重
要
性
は
真
理
を
語
っ
た
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
『
現
出
の
本
質
』
第
四
六

節
で
は
、
「
探
し
求
め
る
者
は
見
出
す
こ
と
が
な
い
が
、
求
め
な
い
者
は
見
出
す
」(N

S-II, 63

〔72

〕, JI, 300(247), EM
, 506)

と
い
っ
た
カ
フ
カ
の
断
片
的
な
言
葉
が
い
く
つ
も
引
用
さ
れ
、
知
や
認
識
を
用
い
た
探
究
に
よ
っ
て
は
真
理
に
到
達
で
き
な
い
が
、

こ
の
不
可
能
性
を
通
じ
て
真
理
を
見
出
す
と
主
張
さ
れ
る
。 
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知
を
手
段
と
し
て
は
本
質
に
到
達
で
き
な
い
と
い
う
不
可
能
性
は
、
本
質
の
非
存
在
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
か
え
っ
て
む
し
ろ
、
本
質
の
内
的
構
造
の
積
極
性
の
内
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
、
宗
教
思
想
家

、
、
、
、
、
カ
フ
カ
は

彼
な
り
の
や
り
方
で
認
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。(EM

, 514) 

 

認
識
に
よ
る
探
究
に
と
っ
て
、
「
～
へ
向
か
う
こ
と(se diriger vers, se tourner vers)

」
で
か
え
っ
て
「
～
か
ら
身
を
そ
ら
す

こ
と(se détourner de)
」
（EM

, 350,506

）
に
な
り
、
真
理
探
究
は
「
道
に
迷
っ
て
し
ま
う
」
（EM

, 507, JI, 244

）
。
し
か
し
、

自
分
自
身
に
と
ど
ま
る
生
の
本
質
は
、
認
識
に
よ
っ
て
外
へ
と
「
向
か
う
こ
と
」
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
超
越
の
不
在
を
通
じ
て
、

自
ら
が
「
安
ら
う
」(EM

, 351)
場
所
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
フ
カ
の
言
葉
は
、
哲
学
と
同
じ
真
理
を
語
っ
た
だ
け
で
な

く
、
真
理
探
究
の
困
難
と
そ
の
乗
り
越
え
を
も
示
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
。 

「
真
理
」
そ
れ
自
身
、
そ
し
て
、
紆
余
曲
折
の
あ
る
真
理
探
究
の
「
道
」
、
こ
の
両
面
で
カ
フ
カ
は
我
々
を
ア
ン
リ
思
想
へ
と

導
く
入
り
口
と
な
り
得
る
。 

 

２ 

知
恵
の
木
と
生
命
の
木 

 

ア
ン
リ
は
、
カ
フ
カ
を
「
宗
教
思
想
家
」
と
呼
び
、
真
理
探
究
の
道
を
示
す
先
達
と
見
な
し
た
。
ア
ン
リ
は
カ
フ
カ
の
思
想
の

ど
の
よ
う
な
点
か
ら
そ
う
解
釈
し
た
の
か
。
こ
の
節
で
は
、
カ
フ
カ
の
言
葉
の
解
釈
を
通
じ
て
、
ア
ン
リ
の
見
解
の
妥
当
性
を
検

討
す
る
。 

『
現
出
の
本
質
』
で
ア
ン
リ
が
引
用
す
る
カ
フ
カ
の
文
章
は
、「
八
つ
折
り
ノ
ー
ト
」
Ｇ
と
Ｈ
、
お
よ
び
、「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集

(

6) 



115 ミシェル・アンリ哲学における宗教思想家としてのカフカ 
 

 

成
」
に
出
典
が
限
ら
れ
て
い
る
。
一
九
一
七
年
一
〇
月
に
書
き
始
め
ら
れ
た
「
ノ
ー
ト
Ｇ
」
と
、
一
九
一
八
年
一
月
か
ら
書
き
始

め
ら
れ
た
「
ノ
ー
ト
Ｈ
」
は
、
日
記
と
い
う
よ
り
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
で
あ
り
、
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
成
」
は
、
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト

か
ら
カ
フ
カ
自
身
が
抜
粋
し
、
一
九
一
八
年
二
月
以
降
、
紙
片
に
ペ
ン
で
清
書
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ン

リ
の
引
用
す
る
次
の
二
つ
の
断
片
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
か
れ
、
カ
フ
カ
自
身
に
よ
っ
て
推
敲
を
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
意
味
が
と

り
に
く
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
時
期
の
他
の
断
片
と
と
も
に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
フ
カ
が
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
を
考

察
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
な
も
の
で
あ
る
。 

 

 

真
理
と
虚
偽
、
た
だ
こ
の
二
つ
の
も
の
し
か
存
在
し
な
い
。
真
理
は
分
割
で
き
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
を
認
識
で

き
な
い
。
真
理
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
虚
偽
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。(EM

, 508, N
S-II , 69

〔81

〕, JI, 269) 

   

信
仰
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
自
己
の
内
に
不
滅
の
も
の

、
、
、
、
、
を
解
放
す
る
こ
と
、
よ
り
正
確
に
は
、
自
ら
を
解
放
す
る

、
、
、
、
、
、
、
こ
と
、
も

っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
不
滅
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
正
確
に
い
え
ば
、
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。(EM

, 510, N
S-II, 55

〔61

〕

JI, 298(245)) 

 

一
つ
目
の
断
片
に
お
け
る
分
割
で
き
な
い
真
理
と
、
二
つ
目
に
お
け
る
「
不
滅
の
も
の(das U

nzerstörbare, l’indestructible)

」

は
、
同
じ
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。「
不
滅
の
も
の
」
は
分
割
で
き
な
い
。「
不
滅
の
も
の
は
一
つ
で
あ
る
。
個
々
の
人
間

、
、
、
、
、

は
そ
れ
で
あ
り

、
、
、
、
、
、
、
同
時
に
そ
れ
は
各
人
に
共
通
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
だ
か
ら
こ
そ
人
間
は
と
て
つ
も
な
く
固
く
結
び
つ
く
」(N

S-II, 66

〔76

〕)

。
し
か
し
、
認
識
は
、
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
の
分
割
や
隔
た
り
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
「
不

(

7) 

(

8) 
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滅
の
も
の
」
を
捉
え
ら
れ
な
い
。
認
識
の
真
理
と
不
滅
の
も
の
と
い
う
真
理
は
別
の
真
理
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
真
理
は
、
ア
ン

リ
が
引
用
し
て
い
な
い
以
下
の
三
つ
の
断
片
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
我
々
に
は
、
認
識
の
木

、
、
、
、
と
生
命
の
木

、
、
、
、
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
二
つ
の
真
理
が
あ
る
。
活
動
者

、
、
、
の
真
理
と
安
息
者

、
、
、
の
真
理
で

あ
る
…
。(N

S-II, 83-84

〔100

〕) 

 

神
に
よ
れ
ば
、
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
れ
ば
、
即
座
に
死
に
み
ま
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
誘
惑
の
蛇
に
よ
れ
ば
…
神
と
等
し

、
、
、
、

い
も
の

、
、
、
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
と
も
に
同
じ
く
間
違
っ
て
い
た
。
人
間
は
死
な
ず
、
死
す
べ
き
も
の
と
な
り
、
人
間
は
神
と

は
等
し
く
は
な
ら
ず
、
神
と
等
し
く
な
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
能
力
を
得
た
。
と
も
に
同
じ
く
正
し
か
っ
た
。
人
間
は
死
な

な
か
っ
た
が
、
楽
園
の
人
間
は
死
ん
だ
。
神
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
神
の
よ
う
な
認
識
者

、
、
、
、
、
、
、
、
と
な
っ
た
。(N

S-II, 73

〔86-87

〕) 

  

原
罪
の
後
、
我
々
は
善
悪
の
認
識
能
力

、
、
、
、
、
、
、
に
お
い
て
本
質
的
に
似
て
い
る
。
…
誰
も
認
識
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
、
認
識
に

基
づ
い
て
行
動
し
よ
う
と
努
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。(N

S-II,74

〔88-89

〕) 

 

こ
こ
で
は
、
「
認
識
の
木
」
と
「
生
命
の
木
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
認
識
の
真
理
と
不
滅
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
生
命

の
木
が
象
徴
す
る
「
不
滅
の
も
の
」
は
、
「
神
と
等
し
い
も
の
」
と
な
っ
て
安
ら
ぐ
「
安
息
者
」
の
真
理
で
あ
る
。
人
間
は
「
認

識
の
木
」
の
実
を
食
べ
た
た
め
に
「
善
悪
の
認
識
能
力
」
を
も
ち
、
「
生
命
の
木
」
の
実
を
食
べ
な
か
っ
た
た
め
に
、
堕
罪
後
の

人
間
は
「
神
と
等
し
い
も
の
」
に
は
な
れ
ず
、「
神
の
よ
う
な
認
識
者
に
な
っ
た
」
。
そ
し
て
、
善
悪
を
分
割
す
る
認
識
で
は
、
善
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そ
の
も
の
で
あ
る
不
滅
の
も
の
と
い
う
真
理
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
の
認
識
は
「
虚
偽
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
。
し

か
し
、
こ
れ
は
認
識
に
よ
っ
て
不
滅
の
も
の
〔
壊
さ
れ
な
い
も
の
〕
が
壊
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
我
々
は
〈
楽
園
〉
を

追
わ
れ
た
が
、〈
楽
園
〉
は
そ
の
た
め
に
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」(EM

, 507, N
S-II, 72

〔86

〕JI, 302(249) )

。
つ

ま
り
、
楽
園
は
不
滅
だ
が
、
認
識
が
不
滅
の
も
の
を
捉
え
そ
こ
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
不
滅
の
も
の
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
「
自
ら
を
解
放
す
る
」
の
で
あ
り
、
認
識
に
よ
っ
て
近
づ
く
と
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
「
誰
も
認
識
だ
け
で

は
満
足
で
き
な
い
」
が
、
そ
れ
で
も
不
滅
の
も
の
に
安
ら
お
う
と
間
違
っ
た
努
力
を
し
、
「
行
動
」
し
続
け
て
し
ま
う
。
楽
園
を

追
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
カ
フ
カ
に
と
っ
て
、
真
理
か
ら
逸
れ
て
も
真
理
を
求
め
て
彷
徨
う
こ
と
、「
安
息
者
」
か
ら
「
活

動
者
」
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
カ
フ
カ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
諸
断
片
か
ら
も
、
不
滅
の
も
の
と
い
う
真
理
と
、
真
理
を
求
め
て
道
に
迷
う
認
識

と
い
う
、
ア
ン
リ
が
カ
フ
カ
に
見
出
し
た
二
面
性
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
フ
カ
を
真
理
お
よ
び
探
究
の
道
と
の
関
係
で

考
察
す
る
と
い
う
ア
ン
リ
独
特
の
カ
フ
カ
解
釈
は
、
十
分
可
能
な
ひ
と
つ
の
解
釈
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
「
個
々
の
人
間
は
そ

れ
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
各
人
に
共
通
し
て
い
る
」
と
い
う
不
滅
の
も
の
の
も
つ
性
格
や
、
楽
園
と
堕
罪
と
い
う
主
題
を
見
る

な
ら
ば
、
ア
ン
リ
が
カ
フ
カ
を
「
宗
教
思
想
家
」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
も
一
理
あ
っ
た
と
、
ひ
と
ま
ず
言
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

絶
対
的
‐
以
前
と
真
理
へ
の
道 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
現
出
の
本
質
』
で
の
ア
ン
リ
の
カ
フ
カ
読
解
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
後
の
ア
ン
リ
の
哲
学
探
究
の
道

の
目
指
し
て
い
た
も
の
が
垣
間
見
え
る
。
そ
れ
は
、
認
識
を
逃
れ
る
存
在
の
内
的
構
造
を
了
解
す
る
こ
と
、
生
命
の
木
の
も
と
で
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不
滅
の
も
の
に
憩
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
オ
ー
デ
ィ
の
表
現
で
言
え
ば
、「
〈
エ
デ
ン
の
園
を
追
放
さ
れ
る
前
の
ア
ダ
ム
の
経

験
〉
で
あ
り
、
生
の
享
受
を
世
界
へ
の
関
心
に
置
き
換
え
る
前
の
、
す
な
わ
ち
、
知
恵
の
木
の
実
を
奪
う
以
前
の
ア
ダ
ム
の
純
真

さ
」
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
彼
が
「
絶
対
的
‐
以
前
」(C

M
V, 199)

と
呼
ぶ
、
堕
罪
以
前
の
状
態
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
こ
の

点
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。 

 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
ニ
コ
ラ
・
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
『
形
而
上
学
と
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』
の
「
対
話
IX
」
に
お
け
る

「
建
築
家
の
栄
光
」(U

nion, 42)

と
「
人
間
の
自
由
な
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
神
が
獲
得
す
る
そ
れ
〔
栄
光
〕
」(SN

S, 92)

の
区
別
に

注
目
す
る(SN

S, 92-93, U
nion, 42, N

ature, 184-185) 

。
「
対
話
IX
」
で
は
、
〈
完
全
な
存
在
で
あ
る
神
が
、
何
故
被
造
物
を
欲

す
る
の
か
〉
と
い
う
神
の
意
志
を
め
ぐ
る
問
い
が
出
さ
れ
、
二
つ
の
「
神
の
栄
光
」
が
区
別
さ
れ
た
。
前
者
は
、
建
築
家
が
快
適

で
優
れ
た
建
築
物
を
建
て
た
時
に
密
か
な
満
足
を
感
じ
る
よ
う
に
、
創
造
神
が
自
ら
の
業
に
満
足
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
後
者
は
、
イ
エ
ス
の
犠
牲
が
世
界
の
神
聖
化
を
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
が
得
る
栄
光
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
堕
罪

以
前
の
神
の
栄
光
と
、
受
肉
し
た
神
の
栄
光
が
対
比
さ
れ
る
。 

 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
「
対
話
IX
」
の
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
、
人
祖
ア
ダ
ム
に
よ
る
堕
罪
以
前
に
神
が
創
造
し
た
世
界
よ
り

も
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
た
世
界
を
重
視
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
建
築
家
と
し
て
の
神
の
栄
光
は
、
出
来
上
が
っ
た

世
界
を
回
顧
的
に
我
々
の
背
後
に
想
定
す
る
「
一
種
の
堕
罪
以
前
的
偏
見
」
（VI, 165

）
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
に
対
し
、
受
肉
し

た
神
の
栄
光
に
は
、
「
未
完
の
作
品
」(Parcours -II, 40)

、
開
か
れ
た
世
界
、
前
望
的
歴
史
が
対
応
し
て
い
る
。
発
生
は
、
前
者

で
は
す
で
に
完
了
し
た
「
出
来
事(événem

ent)

」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
で
は
来
た
る
べ
き
「
到
来(avènem

ent)

」
で
あ
る
。

受
肉
し
た
神
の
宗
教
、「
神
の
死
」(Prim

at, 72)

の
宗
教
で
は
、
人
間
や
そ
の
歴
史
が
な
け
れ
ば
、
神
は
神
た
り
え
な
い
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
無
力
な
神
の
世
界
の
そ
の
開
か
れ
た
性
格
の
故
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
れ
を
、
二
〇
世
紀
の
哲
学
が
語
る
べ

(

9) 

(

10) 

(

11) 

(

12) 
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き
知
覚
さ
れ
た
世
界
や
、
歴
史
の
偶
然
性
を
先
取
り
し
た
も
の
と
見
な
す
。 

 
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
堕
罪
す
る
以
前
の
生
命
の
木
の
も
と
で
の
安
息
、
知
恵
の
木
の
実
を
食
べ
て
世
界
へ
の
関
心
を

も
つ
以
前
の
生
の
享
受
を
重
視
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
「
建
築
家
の
栄
光
」
を
讃
え
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
。 

 

そ
の
う
ち
で
各
々
の
生
け
る
エ
ゴ
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〈
生、
〉
の
自
己
出
生

、
、
、
、
、
は
、
こ
の
エ
ゴ
に
と
っ
て
は
絶
対
的

、
、
、

‐、
以
前
、
、
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
エ
ゴ
に
先
立
っ
て
、
エ
ゴ
な
し
に

、
、
、
、
、
、
ダ
ビ
デ
以
前
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
以
前

、
、
、
、
、
、
、
に─

『
世
界
、
、

が
存
在
す
る
以
前
に

、
、
、
、
、
、
、
、
』─
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。(C

M
V , 199)  

 

ア
ン
リ
が
「
絶
対
的
‐
以
前
」
と
言
う
こ
と
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
「
建
築
家
の
栄
光
」
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
世
界
の

創
造
以
前
の
生
で
あ
る
。「
世
界
が
存
在
す
る
以
前
」
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
以
前
」
、
こ
れ
ら
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書

に
お
け
る
イ
エ
ス
の
存
在
で
あ
る
。「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
、『
私
は
あ
る
』
」（
ヨ
ハ
ネ
八
・

五
八
）
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
ダ
ビ
デ
が
象
徴
す
る
「
こ
の
世
」
に
先
立
つ
、「
最
初
の
生
者
」
で
あ

る
。
ア
ン
リ
は
、
イ
エ
ス
と
い
う
受
肉
し
た
神
と
そ
の
栄
光
を
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
讃
え
る
。
「
言
は
肉
と

な
っ
て
私
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
栄
光
を
見
た
」
（
ヨ
ハ
ネ
一
・
一
四
）
。
「
生
の
言
」
、
「
神
の
ひ
と
り
子
」
で

あ
る
イ
エ
ス
を
介
し
て
、
絶
対
的
‐
以
前
の
安
息
へ
と
至
る
の
で
あ
り
、
「
各
々
の
生
け
る
エ
ゴ
」
が
そ
れ
ら
自
身
の
生
を
享
受

し
得
る
。 

と
は
い
え
、
ア
ン
リ
の
言
う
受
肉
し
た
神
の
栄
光
、
「
世
界
が
造
ら
れ
る
前
に
、
私
が
み
も
と
で
も
っ
て
い
た
あ
の
栄
光
（
ヨ
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ハ
ネ
一
七
・
五
）
」（C

M
V, 117

）
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
）
が
強
調
し
た
「
未
完
の
作
品
」
の
栄
光
、「
人

間
の
自
由
な
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
神
が
獲
得
す
る
」
栄
光
と
も
異
な
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
リ
か
ら
す
れ

ば
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
評
価
し
た
「
未
完
の
作
品
」
と
し
て
の
世
界
で
あ
っ
て
も
、
「
こ
の
世
」
と
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

世
界
以
前
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
、
肉
は
世
界
の
肉
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、
受
肉
し
た
神
の
栄
光
は
、

贖
罪
の
栄
光
、
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
の
自
己
犠
牲
に
よ
る
栄
光
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
ア
ン
リ
に
お
い
て
は
、
「
神
の
死
」
、

イ
エ
ス
の
十
字
架
上
の
死
は
描
か
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
最
初
の
生
者
た
る
イ
エ
ス
、
「
肉
と
な
っ
て
私
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
」

イ
エ
ス
の
姿
の
み
が
描
か
れ
る
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
「
こ
の
世
」
と
関
連
す
る
よ
う
な
発
生
だ

と
か
贖
罪
の
死
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
と
と
も
に
神
の
子
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
カ
フ
カ
に
言
及
し
た
際
に
も
、「
個
々

の
人
間
は
そ
れ
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
各
人
に
共
通
し
て
い
る
」
不
滅
の
も
の
と
、
こ
の
真
理
へ
と
至
る
道
に
注
目
し
て
い
た
。

同
様
に
、
受
肉
に
言
及
す
る
際
に
も
、
「
各
々
の
生
け
る
エ
ゴ
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〈
生
〉
の
自
己
出
生

(auto-engendrem
ent)

」
と
い
う
真
理
と
、
イ
エ
ス
を
介
し
て
生
の
自
己
享
受
に
至
る
道
に
注
目
す
る
。
受
肉
し
た
言
、
す
な
わ

ち
、
イ
エ
ス
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
言
う
よ
う
に
、
真
理
で
あ
る
と
と
も
に
、
真
理
へ
の
道
で
も
あ
る
（
「
私
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ

り
、
命
で
あ
る(C

’est M
oi la Voie, la V

érité, et la V
ie)

（
ヨ
ハ
ネ
一
四
・
六
）
」(C

M
V , 159

）)

。 

 

４ 

幸
い
な
る
生
へ
の
導
き 

  

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ン
リ
の
キ
リ
ス
ト
教
解
釈
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
受
肉
し
た
言
に
よ
る
救
済
を
強
調
し
、
「
こ
の
世
」
に

関
わ
る
発
生
や
贖
罪
の
死
を
扱
わ
な
い
と
い
う
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ
と

(
13) 

(

14) 
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共
通
し
た
あ
る
種
の
解
釈
の
歪
み
が
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
『
幸
い
な
る
生
へ
の
導
き
』
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
と
同
じ
く
、
も
っ

ぱ
ら
共
観
福
音
書
よ
り
も
「
最
も
真
正
で
純
粋
な
文
書
」(ASL, 115)

で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
用
い
、
世
界
と
贖
罪
の
死
を
排

除
し
た
。
「
イ
エ
ス
は
ヨ
ハ
ネ
で
は
確
か
に
世
の
罪
を
取
り
除
く
神
の
子
羊
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
の
血
に
よ
っ
て

怒
れ
る
神
に
対
し
て
罪
を
贖
う
子
羊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」(ASL
 , 87-88)

。
ヨ
ハ
ネ
自
身
は
、「
言
は
世
に
あ
っ
た
」（
ヨ
ハ
ネ
一
・

一
〇
）
と
言
っ
て
世
界
を
排
除
し
て
は
お
ら
ず
、「
見
よ
、
世
の
罪
を
取
り
除
く
神
の
子
羊
だ
」（
ヨ
ハ
ネ
一
・
二
九
）
と
言
っ
て

贖
罪
を
認
め
て
も
い
る
だ
け
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
ア
ン
リ
の
解
釈
は
奇
妙
な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。 

 

こ
の
特
徴
は
、
ア
ン
リ
の
カ
フ
カ
解
釈
に
も
独
特
の
歪
み
を
与
え
て
い
る
。
カ
フ
カ
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
ア
ン
リ
は
カ
フ

カ
に
世
界
の
蔑
視
と
は
別
の
一
面
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
ン
リ
の

小
説
に
眼
を
向
け
て
み
れ
ば
、
世
界
に
対
し
て
「
こ
ま
か
な
注
意
」
を
向
け
お
り
、
彼
に
世
界
へ
の
軽
蔑
と
は
別
の
側
面
が
あ
っ

た
こ
と
に
我
々
は
気
付
く
。
そ
ん
な
彼
な
ら
、
カ
フ
カ
の
小
説
の
世
界
描
写
に
眼
を
向
け
て
も
お
か
し
く
な
い
の
だ
が
、
実
際
に

は
そ
う
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー─

ア
ン
リ
が
引
用
で
用
い
た
カ
フ
カ
の
仏
訳
『
日
記
』

の
訳
者
。『
日
記
』「
序
文
」
で
、
ア
ン
リ
と
同
じ
く
カ
フ
カ
を
宗
教
思
想
家
と
見
な
し
た─

に
よ
れ
ば
、
カ
フ
カ
の
著
作
に
は
、

「
メ
シ
ア
の
王
国
」
の
待
望
、「
救
済
」
を
求
め
る
信
仰
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
救
済
に
は
「
聖
性(sainteté)

」
と
「
健
康(santé)

」

(JI, 11(9))

へ
の
希
求
が
結
び
つ
い
て
お
り
、
カ
フ
カ
は
こ
の
世
を
必
ず
し
も
断
念
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
序
文
」

を
読
ん
だ
は
ず
の
ア
ン
リ
が
そ
う
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

 

ア
ン
リ
に
と
っ
て
の
救
済
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
同
様
、
世
界
や
死
と
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
生
が
自
己
を
感
じ
と
る
と
い
う
生
の

情
感
性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
生
の
本
質
の
内
部
構
造
に
は
逃
れ
得
る
外
部
が
な
い
が
故
に
、
「
各
々
の
生
け

る
エ
ゴ
」
は
自
己
を
被
り
苦
悩
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
で
、
生
者
は
自
己
を
享
受
し
、
「
幸
福(Seligkeit, 

(

15) 

(

16) 

(

17) 

(

18) 
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béatitude)

」
に
達
し
得
る
。
幸
福
が
備
わ
る
の
は
、
生
の
本
質
の
中
で
あ
り
、
世
界
や
死
の
中
で
は
な
い
。 

 
苦
悩
が
苦
悩
で
あ
る
の
は
、
た
だ
こ
の
世
で
だ
け
で
あ
る
。
…
こ
の
世
で
苦
悩
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
別
の
世
界
で
は
、

な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
な
が
ら
対
立
物
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
幸
福
と
な
る
。(EM

, 842-843, N
S-II, 135

〔157

〕, JI, 276 ) 

 

ひ
と
は
苦
痛
の
感
情
の
内
で
さ
え
、
少
な
く
と
も
自
ら
を
感
じ
自
己
自
身
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
だ
け
で

も
す
で
に
表
現
し
難
い
幸
福
を
も
た
ら
す
。(EM

, 842, ASL, 97) 

  

こ
れ
ら
の
引
用
文
は
、
ア
ン
リ
が
『
現
出
の
本
質
』
第
七
〇
節
で
並
べ
る
よ
う
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
カ
フ
カ

の
「
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
成
」
か
ら
、
後
者
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
幸
い
な
る
生
へ
の
導
き
』
か
ら
引
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ

は
、
こ
こ
で
、
カ
フ
カ
を
フ
ィ
ヒ
テ
と
と
も
に
解
釈
し
、
苦
悩
‐
享
受
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
「
幸
い
な
る
生
」
を
描
い
て
い
る
。

「
各
々
の
生
け
る
エ
ゴ
」
は
情
感
性
を
被
り
、
生
者
た
ら
し
め
ら
れ
る
受
動
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
故
に
生
者
は
幸

福
や
生
の
享
受
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な
生
者
と
生
者
を
生
者
た
ら
し
め
る
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ア
ン
リ
は
カ
フ
カ
の
言
葉

を
引
き
つ
つ
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。 

 

私
が
立
っ
て
い
る
地
面
は
、
そ
れ
を
覆
う
二
本
の
足
よ
り
も
決
し
て
広
く
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
の
神
秘
と
は
こ
の
よ
う

な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
者
が
彼
の
う
ち
に
あ
る
生
の
〈
全
体
〉
と
共
外
延
的
で
あ
り
、
ま
た
、
生
者
に
お
け

る
す
べ
て
が
彼
自
身
の
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
者
は
、
自
分
自
身
を
根
拠
づ
け
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
生
で
あ
る
と
こ
ろ
の
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〈
基
底
〉
を
も
つ
。
（PM

, 177

） 

 
ア
ン
リ
は
、『
実
質
的
現
象
学
』
第
三
章
「
共
‐
パ
ト
ス
」
で
、「
君
が
そ
の
う
え
に
身
を
支
え
て
い
る
地
面
が
、
そ
れ
を
覆
っ

て
い
る
二
本
の
足
よ
り
も
広
い
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
幸
運
」(PM

, 162)

と
い
う
、 

『
現
出
の
本
質
』
で
も
引
用
し
た
カ

フ
カ
の
言
葉
を
引
い
て
、
彼
が
「
基
底(Fond)

」
と
呼
ぶ
も
の
に
言
及
す
る
。
基
底
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
な
ら
「
生
、
す
な
わ
ち
、
こ

の
直
接
的
な
神
的
現
存
在
に
お
け
る
一
切
の
生
け
る
実
体
的
な
現
存
在
の
、
た
だ
し
眼
差
し
に
対
し
て
は
永
遠
に
隠
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
現
存
在
の
最
深
の
根
拠(G

rund, fondem
ent)

」(ASL, 80, EM
, 380)

と
言
う
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
生
者
に
生
を
与
え
る
根

拠
で
あ
る
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
「
地
面
」
は
生
者
を
生
者
た
ら
し
め
る
「
〈
生
〉
の
自
己
出
生
」
を
、
「
二
本
の
足
」
は
「
各
々

の
生
け
る
エ
ゴ
」
の
受
動
的
な
自
己
感
得
を
象
徴
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
一
致
す
る
と
い
う
カ
フ
カ
の
言
葉
は
、
「
各
々
の
生
け

る
エ
ゴ
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〈
生
〉
の
自
己
出
生
」
と
い
う
「
絶
対
的
‐
以
前
」
の
真
理
を
現
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
は

す
で
に
『
現
出
の
本
質
』
に
お
い
て
カ
フ
カ
の
言
葉
を
真
理
の
表
現
と
見
な
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
『
実
質
的
現
象
学
』
で
も
同

様
で
あ
る
。 

だ
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
ア
ン
リ
は
、
カ
フ
カ
を
解
釈
す
る
場
合
で
も
、
受
肉
し
た
言
を
解
釈
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
が

真
理
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
真
理
の
道
行
き
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
た
。
最
後
に
、
ヨ
ハ
ネ
解
釈
に
お

い
て
も
、
真
理
に
至
る
道
に
も
眼
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
つ
い
て
、
『
我
は
真
理
な
り
』
や
『
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
』
で
の
カ
フ

カ
へ
の
言
及
を
用
い
て
確
認
す
る
。 

  

(

19) 
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オ
ク
ラ
ホ
マ
大
劇
場
、
私
は
門
で
あ
る 

 
私
の
父
の
家

、
、
、
に
は
住
む
所
が
た
く
さ
ん
あ
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
も
し
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
の
場
所

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
用
意
し
に
行
く
と
言
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
行
っ
て
あ
な
た
が
た
の
た
め
の
場
所
を
用
意
し
た
ら
、
戻
っ
て
来
て
、
あ
な
た
が
た
を
私
の
も
と
に
迎
え
る
。

こ
う
し
て
、
私
の
い
る
所

、
、
、
、
、
に
、
あ
な
た
が
た
も
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
ヨ
ハ
ネ
一
四
・
二-

三
） 

 

『
我
は
真
理
な
り
』
第
七
章
「
『
子
の
内
の
子
』
と
し
て
の
人
間
」
に
は
、
カ
フ
カ
の
長
編
小
説
、『
失
踪
者
』
へ
の
言
及
が
見

ら
れ
る
。
こ
こ
で
ア
ン
リ
は
や
は
り
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
を
参
照
し
つ
つ
、
「
各
々
の
生
け
る
エ
ゴ
」
で
あ
る
人
間
が
、
こ
の
世
の
血

統
と
は
別
に
「
神
の
ひ
と
り
子
」
で
あ
る
イ
エ
ス
を
通
じ
て
、
皆
「
神
の
子
」
で
あ
る
と
い
う
、
或
る
種
の
共
同
体
や
、
共
同
体

に
入
る
道
を
考
察
す
る
。
共
同
体
は
、
先
程
確
認
し
た
カ
フ
カ
の
言
葉
へ
の
言
及
箇
所
、『
実
質
的
現
象
学
』「
共
‐
パ
ト
ス
」
の

章
で
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
「
基
底
」
で
あ
る
「
地
面
」
は
、
生
者
で
あ
る
「
二
本
の
足
」
に
と
っ
て
の
地
面
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
他
の
生
者
の
足
に
と
っ
て
の
地
面
で
も
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、『
我
は
真
理
な
り
』
に
お
い
て
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
「
住

む
所
」
や
「
あ
な
た
が
た
の
た
め
の
場
所
」
を
、
こ
う
し
た
生
者
の
た
め
の
場
所
と
見
な
し
て
い
る(C

M
V, 158)

。
そ
し
て
、
こ

の
ヨ
ハ
ネ
文
書
と
、『
失
踪
者
』「
オ
ク
ラ
ホ
マ
野
外
劇
場
」
の
章
の
或
る
文
章
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
人
公
カ
ー
ル
・

ロ
ス
マ
ン
が
或
る
街
角
で
見
つ
け
た
ポ
ス
タ
ー
の
文
章
で
あ
る
。 

 

本
日
早
朝
六
時
よ
り
真
夜
中
ま
で
ク
レ
イ
ト
ン
の
競
馬
場
に
お
い
て
オ
ク
ラ
ホ
マ
の
劇
場
要
員
を
募
集
！
オ
ク
ラ
ホ
マ
大
劇
場

、
、
、
、
、
、
、
、

が
諸
君
を
呼
ん
で
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
！
募
集
は
本
日
限
り
、
一
回
の
み
！
今
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
者
に
は
永
遠
に
チ
ャ
ン
ス
は
巡
っ
て
こ

(

20) 

(

21) 
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な
い
！
自
分
の
前
途
を
思
う
者
は
来
た
れ
！
誰
で
も
歓
迎

、
、
、
、
、
！
芸
術
家
た
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
は
申
し
出
よ
！
わ
が
劇
場
は
各
人

、
、
、
、
、
、
、

を
適
材
適
所
に
採
用

、
、
、
、
、
、
、
、
！
決
意
を
し
た
者
に
は
こ
の
場
で
す
ぐ
に
祝
辞
を
！
と
は
い
え
、
夜
中
ま
で
に
間
に
合
う
よ
う
急
げ
！
十

二
時
に
は
ド
ア
と
い
う
ド
ア
は
閉
さ
れ
、
も
う
開
く
こ
と
は
な
い
！
我
々
を
信
ぜ
ぬ
者
は
く
た
ば
る
が
い
い
！
ク
レ
イ
ト
ン
へ

行
こ
う
！(C

M
V, 165, Am

erika, 305

〔308

〕) 

 

「
オ
ク
ラ
ホ
マ
野
外
劇
場
」
は
、
二
年
近
く
執
筆
を
中
断
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
『
失
踪
者
』
の
最
終
章
と
し
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
ポ
ス
タ
ー
文
に
は
、
た
し
か
に
福
音
書
の
文
章
と
比
較
し
得
る
宗
教
的
な
響
き
が
認
め
ら
れ
る
。「
誰
で
も
歓
迎
」

し
、
「
各
人
を
適
材
適
所
に
」
配
置
す
る
劇
場
は
、
「
住
む
所
が
た
く
さ
ん
」
あ
り
、
「
あ
な
た
が
た
の
た
め
の
場
所
」
が
用
意
さ

れ
る
「
父
の
家
」
、
つ
ま
り
神
の
神
殿
と
重
な
り
あ
う
だ
ろ
う
。「
父
の
家
」
は
イ
エ
ス
に
と
っ
て
「
私
の
い
る
所
」
で
あ
り
、
そ

こ
に
「
あ
な
た
が
た
の
た
め
の
場
所
」
が
用
意
さ
れ
る
。
イ
エ
ス
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
生
者
が
存
在
し
得
る
「
絶
対
的
こ
こ
」

(C
M

V, 165)

、
つ
ま
り
「
基
底
」
に
支
え
ら
れ
た
共
同
体
へ
と
至
る
。
イ
エ
ス
は
、
い
わ
ば
こ
の
共
同
体
に
入
る
「
門
」
で
あ
り
、

真
理
へ
の
道
で
あ
る
。
「
私
は
門
で
あ
る
。
私
を
通
っ
て
入
る
者
は
救
わ
れ
る
」
（
ヨ
ハ
ネ
一
〇
・
九
）
。 

し
か
し
、
誰
で
も
即
時
入
る
こ
と
の
で
き
る
と
い
う
オ
ク
ラ
ホ
マ
大
劇
場
の
呼
び
か
け
は
、
胡
散
臭
く
も
あ
る
。
本
当
に
誰
で

も
劇
団
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
、
共
同
体
へ
の
帰
属
を
目
指
し
つ
つ
、
ど
の
共
同
体
か
ら
も
ド
ロ
ッ
プ
・

ア
ウ
ト
し
て
き
た
主
人
公
カ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
ポ
ス
タ
ー
文
は
魅
力
的
で
は
あ
る
が
用
心
す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
律
法
主
義
者
は
、
我
々
が
ポ
ス
タ
ー
文
に
対
し
て
感
じ
る
の
と
同
様
の
胡
散
臭
さ
を
イ
エ
ス
の
言
葉
に
感
じ
、

「
神
の
ひ
と
り
子
」
イ
エ
ス
に
身
分
証
明
を
求
め
る
。 

 

(

22) 
(

23) (

24) 

(

25) 
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こ
う
し
た
皮
肉
な
問
い
、
あ
る
い
は
も
っ
と
辛
辣
な
問
い
、
た
と
え
ば
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
が
キ
リ
ス
ト
に
投
げ
か
け
た

「
あ
な
た
の
父
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
（
ヨ
ハ
ネ
八
・
一
九
）
と
い
う
問
い
、
さ
ら
に
悲
劇
的
な
こ
と
だ
が
、
「
天
は
黙
り
こ

ん
で
い
る
。
天
と
は
沈
黙
の
こ
だ
ま

、
、
、
、
、
、
に
す
ぎ
な
い
」（
カ
フ
カ
）
と
あ
っ
さ
り
断
定
し
て
し
ま
う
現
代
人
の
醒
め
た
つ
ぶ
や
き
、

そ
う
し
た
問
い
や
つ
ぶ
や
き
を
発
す
る
人
間
た
ち
が
忘
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
次
の
こ
と
で
あ
る─

こ
の
〈
言
葉
〉
と
は

ど
の
よ
う
な
言
葉
な
の
か
。
彼
ら
は
何
も
聞
え
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
〈
言
葉
〉
が
我
々
に
語
り
か
け
る
の
は
、
彼

ら
が
考
え
て
い
る
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
に
は
実
際
に
何
も
聞
こ
え
な
い

の
だ
。(PC

, 133) 

 

『
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
の
カ
フ
カ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム(JI, 299(246))

は
、
『
現
出
の
本
質
』
で
も
、
認

識
の
真
理
を
批
判
す
る
た
め
に
引
用
さ
れ
て
い
た
（EM

, 508

）
。
ア
ン
リ
は
こ
こ
で
も
二
つ
の
真
理
と
言
葉
を
区
別
す
る
。
そ
れ

は
、〈
世
界
の
真
理
・
言
葉
〉
と
〈
生
の
真
理
・
言
葉
〉
で
あ
る
。「
あ
な
た
の
父
は
ど
こ
に
い
る
の
か
」
と
問
う
て
、
イ
エ
ス
に

「
こ
の
世
」
の
系
譜
を
求
め
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
言
葉
は
、
「
世
界
の
言
葉
」
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
そ
う
し
た
「
世
界

の
言
葉
」
か
ら
す
れ
ば
「
沈
黙
の
こ
だ
ま
」
に
な
っ
て
し
ま
う
呼
び
か
け
、
「
生
の
言
葉
」
で
あ
る
。 

ア
ン
リ
は
、
イ
エ
ス
が
人
間
の
系
譜
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
イ
エ
ス
が
「
原
‐
子(A

rchi-fils)

」
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
イ
エ
ス
自
身
が
証
し
す
る
と
と
も
に
神
が
証
し
す
る
。
イ
エ
ス
と
神
は
「
〈
生
〉
の
自
己
出
生
」
に
お
い
て
一
体
で

あ
り
、「
こ
の
言
は
は
じ
め
に
神
と
と
も
に
あ
っ
た
」（
ヨ
ハ
ネ
一
・
二
）
。
こ
う
し
た
こ
と
を
、「
こ
の
世
」
の
身
分
証
明
に
こ
だ

わ
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
は
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
イ
エ
ス
は
彼
ら
の
問
い
に
対
し
て
、
「
あ
な
た
た
ち
は
、
私
も
私
の
父
も

知
ら
な
い
。
も
し
、
私
を
知
っ
て
い
た
ら
、
私
の
父
を
も
知
る
は
ず
だ
」
（
ヨ
ハ
ネ
八
・
一
九
）
と
答
え
る
の
で
あ
る
。 
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イ
エ
ス
の
い
る
「
空
間
」(C

M
V, 165)

は
、
「
父
の
家
」
で
も
あ
る
と
と
も
に
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
劇
場
の
よ
う
に
、
生
者
に
対
し

て
誰
に
で
も
彼
ら
の
た
め
の
場
所
を
用
意
す
る
。
生
者
は
、
神
と
と
も
に
自
分
で
自
分
を
証
し
す
る
イ
エ
ス
と
は
異
な
り
、
自
分

で
自
分
を
証
し
で
き
ず
、
イ
エ
ス
の
い
る
と
こ
ろ
を
通
っ
て
で
な
け
れ
ば
自
己
た
り
え
な
い
。
ア
ン
リ
か
ら
す
れ
ば
、
ヨ
ハ
ネ
文

書
と
「
オ
ク
ラ
ホ
マ
野
外
劇
場
」
で
の
カ
フ
カ
の
文
章
は
、「
原
‐
子
」
の
「
空
間
」
に
内
在
し
て
は
じ
め
て
、「
子
」
が
自
分
の

場
所
を
得
る
と
い
う
「
子
の
内
の
子
」
と
い
う
事
態
で
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
カ
フ
カ
は
「
宗
教
思
想
家
」
で

あ
っ
た
。 

 

お
わ
り
に 

 

こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
リ
に
よ
る
カ
フ
カ
読
解
を
お
お
よ
そ
彼
の
著
作
の
年
代
順
に
追
っ
て
き
た
が
、
ア
ン
リ
は
、
つ
ね
に
真
理

と
の
関
わ
り
で
カ
フ
カ
を
解
釈
し
て
い
た
。
哲
学
と
文
学
が
と
も
に
真
理
に
関
わ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、

カ
フ
カ
は
、
真
理
を
表
現
し
た
作
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
紆
余
曲
折
の
あ
る
真
理
探
究
の
道
に
つ
い
て
考
察
し
た
先
達
で
あ
っ
た
。

ア
ン
リ
が
カ
フ
カ
の
内
に
見
出
し
た
こ
の
真
理
に
関
す
る
二
面
性
は
、
生
命
の
木
の
も
と
で
安
ら
う
「
不
滅
の
も
の
」
と
い
う
真

理
と
、
認
識
の
木
の
実
を
食
べ
た
こ
と
に
よ
り
真
理
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
経
験
と
し
て
、
実
際
に
カ
フ
カ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
内

に
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
カ
フ
カ
は
宗
教
的
主
題
を
用
い
て
真
理
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
り
、
彼

を
宗
教
思
想
家
と
み
な
す
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。 

 

カ
フ
カ
を
宗
教
思
想
家
と
見
な
す
解
釈
は
多
く
あ
る
が
、
カ
フ
カ
が
影
響
を
受
け
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
だ
と
か
、
ユ
ダ
ヤ
的
な
も

の
に
つ
い
て
考
察
さ
せ
る
『
ヨ
ブ
記
』
や
人
形
劇
な
ど
で
は
な
く
、
ヨ
ハ
ネ
文
書
や
フ
ィ
ヒ
テ
を
参
照
す
る
よ
う
な
解
釈
は
、
ア
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ン
リ
の
他
に
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
も
っ
ぱ
ら
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
み
に
依
拠
す
る
ア
ン
リ
の
キ
リ
ス
ト
教
観
は
、
独
特
の

歪
み
を
と
も
な
っ
て
お
り
、
世
界
や
、
イ
エ
ス
の
死
と
そ
の
復
活
に
関
す
る
事
柄
が
避
け
ら
れ
、
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
イ
エ
ス
、

真
理
へ
の
道
で
あ
る
イ
エ
ス
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
こ
う
し
た
生
の
真
理
を
、
カ
フ
カ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
や
「
オ
ク
ラ

ホ
マ
野
外
劇
場
」
に
見
て
と
り
、
出
自
や
経
歴
な
ど
の
「
こ
の
世
」
の
も
の
と
は
関
わ
り
の
な
い
共
同
体
と
そ
こ
へ
の
道
に
つ
い

て
考
察
し
た
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
カ
フ
カ
は
生
の
真
理
や
共
同
体
を
考
察
す
る
宗
教
思
想
家
で
あ
っ
た
。 

と
は
い
え
、
カ
フ
カ
自
身
や
『
失
踪
者
』
の
主
人
公
カ
ー
ル
に
眼
を
向
け
る
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
の
ヨ
ハ
ネ
解
釈
が
偏
頗
な
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
カ
フ
カ
解
釈
に
も
ア
ン
リ
が
選
ば
な
か
っ
た
真
理
の
別
れ
道
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
フ
カ

の
ド
イ
ツ
か
ら
も
チ
ェ
コ
か
ら
も
シ
オ
ニ
ズ
ム
か
ら
も
距
離
の
あ
る
独
特
の
立
場
は
、「
こ
の
世
」
で
帰
属
す
る
共
同
体
の
問
題
、

と
く
に
、
ア
ン
リ
が
カ
フ
カ
解
釈
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
言
語
共
同
体
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
偽

名
と
虚
偽
の
経
歴
を
用
い
て
劇
団
に
入
っ
た
カ
ー
ル
は
、
生
の
真
理
の
側
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
世
界
の
真
理
の
側

に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
永
遠
だ
け
で
は
な
く
こ
の
世
に
も
開
か
れ
た
カ
フ
カ
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
の
小
説
を
通
じ
て
接
近
す
る
こ

と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
問
い
は
な
お
開
か
れ
て
い
る
。 

  

文
献
略
号 

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ 

[EM
]= L’Essence de la m

anifestation, PU
F, 1963.  

[PM
]= Phénom

enologie m
atérielle, PU

F, 1990.  
[C

M
V]= C

’est m
oi la Vérité, Seuil, 1996. 
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[PC
]= Parole du C

hrist, Seuil, 2002.  
[PV-III]=Phénom

enologie de la vie, Tom
 III : D

e l’art et du politique, PU
F, 2004. 

[AD
]= Auto-donation Entretiens et conférences, B

eauchesne , 2004 . 
 

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ 

独
語
の
頁
数
の
後
の
〔 

〕
内
に
邦
訳
の
頁
数
を
記
し
た
。 

[Am
erika]= Am

erika, S.Ficher, 1966.

〔
『
失
踪
者 

カ
フ
カ
小
説
全
集
・
一
』
、
池
内
紀
訳
（
白
水
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
〕 

[N
S-II]=N

achgelassene Schriften und Fragm
ente II, S.Fischer, 1992.

〔
『
掟
の
問
題
ほ
か 

カ
フ
カ
小
説
全
集
・
六
』
、
池
内
紀
訳
（
白

水
社
、
二
〇
〇
二
年
）
。
〕 

[JI]= Journal intim
e, G

rasset, 1945. 

ア
ン
リ
は
、
カ
フ
カ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
や
ノ
ー
ト
、
日
記
な
ど
の
断
片
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
訳
を
用
い
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
訳(Journal intim

e, Traduit de l’allem
and et présenté par Pierre K

lossow
ski , R

ivage poche 
Petite B

ibliothèque, 2008.)

で
も
引
用
箇
所
の
確
認
を
行
い
、G

rasset

版
の
頁
数
の
後
の( )

内
に
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
頁
数
を
記
し
た
。 

 

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ 

[VI]= Le Visible et l'invisible, G
allim

ard, 1964. 
[U

nion]= L'U
nion de l'âm

e et du corps chez M
alebranche, Biran et Bergson, J.V

rin,1978. 
[N

ature]= La N
ature, N

otes C
ours du C

ollège de France, établi et annoté par D
om

inique Séglard, Seil, 1995. 
[SN

S]= Sens et non-sens, G
allim

ard,1996. 
[Prim

at]= Le Prim
at de la perception et ses conséquences philosophique, Paris, Verdier, 1996. 

[Parcours -II]= Parcours deux 1951-1961, Verdier, 2000. 
 

ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ 

[ASL]= D
ie Anw

eisung zum
 seligen Leben, Felix M

einer Verlag, 2012. 
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注 （
１
） 

W
alter B

enjam
in, “Franz K

afkaˮ,W
erke, B

d. 7, Suhrkam
p, 1969. G

ille D
eleuze, Félix G

uattari ; K
afka, Pour une littérature 

m
ineure, L’Éditions de M

inuits, 1975. Jacques D
errida, “Préjugés,” La Faculté de juger, L’Éditions de M

inuits, 1985.

な
ど
。 

（
２
） 

M
ichel H

enry, Jeune officier, G
allim

ard, 1954. 

（
３
） 

M
ichel H

enry, L’Am
our les yeux ferm

és, G
allim

ard, 1976. 

（
４
） 

M
ichel H

enry, Fils du roi, G
allim

ard, 1981. 

（
５
） 

Paul A
udi, M

ichel H
enry, Les B

elles Lettres, 2006, p.11.

オ
ー
デ
ィ
は
、
『
若
き
将
校
』
が
「
ア
ン
リ
が
カ
フ
カ
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

の
作
品
に
対
し
て
抱
く
称
賛
を
反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
」(ibid.)

と
指
摘
す
る
。
な
お
、
ア
ン
リ
の
小
説
の
研
究
は
、
ア
ン
リ
思
想

の
射
程
を
知
る
上
で
今
後
必
要
な
研
究
で
あ
る
。 

（
６
） 

以
下
、
引
用
文
中
で
の
傍
点
は
、
論
者
に
よ
る
強
調
。 

（
７
） 

八
冊
残
さ
れ
た
八
つ
折
り
ノ
ー
ト
は
、
後
世
、
年
代
順
に
Ａ
か
ら
Ｈ
の
記
号
が
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
ノ
ー
ト
に
関
し
て
は
、
中
澤
英

雄
、
『
カ
フ
カ
と
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』
（
オ
ン
ブ
ッ
ク
、
二
〇
〇
六
年
）
か
ら
多
く
の
教
示
を
得
た
。 

（
８
） 

C
f., N

S-II , 130

〔152

〕 

（
９
） 

Paul A
udi, Ibid., p.236. 

（
10
） 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
に
関
し
て
は
、
拙
論
、「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
、『
立

命
館
哲
学
』
第
一
五
集
（
立
命
館
大
学
哲
学
会
編
、
二
〇
〇
四
年
）
九
三-

一
一
二
頁
を
参
照
。
ア
ン
リ
に
関
し
て
は
、
古
荘
匡
義
、
「
『
キ

リ
ス
ト
教
の
哲
学
』
は
可
能
か─

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
こ
と
ば
の
概
念
を
手
が
か
り
に
」『
宗
教
哲
学
研
究
』
二
八
号
（
宗
教
哲
学
会
、

二
〇
一
一
年
）
五
九-

六
九
頁
を
参
照
。 

（
11
） 

N
icolas de M

alebranche, Œ
uvres com

plètes de M
alebranche, publiées en coédition avec C

.N
.R

.S., J.V
rin, t.X

III,pp.197-222. 

（
12
） 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ア
ン
リ
の
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
加
國
尚
志
、「
『
私
は
私
に
触
れ
る
』・
マ
ル
ブ
ラ
ン

シ
ュ
と
現
象
学
・
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
解
釈
を
中
心
に
」
、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』
一
九
（
日
仏
哲
学
会
、

二
〇
一
四
年
）
一
三-

二
六
頁
を
参
照
。 

（
13
） 

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
対
話
IX
」
で
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
立
て
た
神
の
意
志
を
巡
る
問
い
が
、
今
度
は
ア
ン
リ
に
対
し
て
向

け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
エ
ゴ
に
先
立
っ
て
」
お
り
、
世
界
創
造
以
前
で
あ
り
、
絶
対
的
‐
以
前
で
あ
る
〈
生
〉
は
、
何
故
、
我
々
「
各
々
の

生
け
る
エ
ゴ
」
を
必
要
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
足
す
る
〈
生
〉
が
我
々
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
無
力
な
神
で
は
な
い
の
だ
と
し
た
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ら
、
「
未
完
の
作
品
」
が
象
徴
す
る
よ
う
な
発
生
を
ア
ン
リ
哲
学
が
語
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
リ
哲
学
で
は
、
ど
の

よ
う
に
し
て
新
た
な
も
の
の
「
到
来
」
や
発
生
が
語
ら
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
は
〈
生
〉
の
真
理
を
根
拠
と
し
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
14
） 

ア
ン
リ
に
お
け
る
ヨ
ハ
ネ
解
釈
に
関
し
て
は
、
佐
藤
啓
介
、「
ヨ
ハ
ネ
と
ア
ン
リ─

キ
リ
ス
ト
教
思
想
か
ら
み
る
ア
ン
リ
の
『
聖
書

解
釈
学
』
」
、
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
研
究
』
第
四
号
（
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
会
編
、
二
〇
一
四
年
）
二
五-

四
七
頁
を
参
照
。 

（
15
） 

ア
ン
リ
の
フ
ィ
ヒ
テ
批
判
に
つ
い
て
は
『
現
出
の
本
質
』
第
一
〇
節
等
を
参
照
。 

（
16
） 

Paul A
udi, Ibid., p.41.

『
愛
は
瞳
を
閉
じ
て
』
で
は
、
破
壊
さ
れ
る
街
が
細
か
く
描
写
さ
れ
る
。 

（
17
） 

ア
ン
リ
の
芸
術
論
に
眼
を
向
け
て
み
て
も
よ
い
。 

（
18
） 

ア
ン
リ
の
引
用
す
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
は
、
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
が
引
用
す
る
も
の
と
重
な
っ
て
い
る
も
の
や
、
引
用
頁
数
を
「
序
文
」

か
ら
指
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。 

（
19
） 

カ
フ
カ
が
「
直
立
」
に
言
及
し
た
他
の
箇
所
で
は
、
む
し
ろ
直
立
の
不
安
が
強
調
さ
れ
る
。 

（
20
） 

『
失
踪
者(D

er Verschollene)
』
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
に
よ
っ
て
『
ア
メ
リ
カ(Am

erika)

』
と
い
う
表
題
が
付
け
ら
れ
、
一
九

一
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
「
オ
ク
ラ
ホ
マ
野
外
劇
場
」
と
い
う
章
の
標
題
も
ブ
ロ
ー
ト
が
付
け
た
。 

（
21
） 

共
同
体
に
つ
い
て
は
、
吉
永
和
加
、
『
感
情
か
ら
他
者
へ 

生
の
現
象
学
に
よ
る
共
同
体
論
』
（
萌
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

ま
た
、
共
同
体
が
世
代
を
超
え
る
面
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
雅
也
、「
個
体
と
文
化─

ア
ン
リ
の
生
の
現
象
学
の
視
点
か
ら
」
、『
ミ
シ
ェ
ル
・

ア
ン
リ
研
究
』
第
五
号
（
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
会
、
二
〇
一
五
年
）
四
九-

六
七
頁
を
参
照
。 

（
22
） 

『
失
踪
者
（
ア
メ
リ
カ
）
』
は
、
『
変
身
』
や
「
判
決
」
と
同
時
期
（
一
九
一
一
年
冬
か
ら
一
二
年
）
に
書
か
れ
た
。
カ
フ
カ
は
、
「
火

夫
」
か
ら
書
き
始
め
（
こ
の
部
分
は
一
九
一
三
年
に
出
版
）
、
一
九
一
四
年
の
休
暇
中
に
『
審
判
』
『
流
刑
地
』
を
完
成
さ
せ
、
「
オ
ク
ラ
ホ

マ
野
外
劇
場
」
を
執
筆
し
た
。 

（
23
） 

板
内
正
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
章
は
、
農
業
収
穫
労
働
者
募
集
文
の
も
じ
り
で
あ
る
が
、
新
約
聖
書
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
研
究
者
も

い
た
（
『
カ
フ
カ
の
『
ア
メ
リ
カ
（
失
踪
者
）
』
（
創
樹
社
、
一
九
八
九
年
）
二
五
九-

二
六
〇
頁
）
。
板
内
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の
意
識
を

強
調
し
た
。 

（
24
） 

真
理
の
門
前
で
佇
む
経
験
と
い
う
点
で
は
「
掟
の
門
の
前
で
」
が
示
唆
的
だ
ろ
う
。 

（
25
） 

一
六
歳
で
ボ
ヘ
ミ
ア
を
追
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
カ
ー
ル
は
、
移
民
船
の
中
で
出
会
っ
た
火
夫
の
待
遇
改
善
を
訴

え
る
が
、
偶
然
出
会
っ
た
上
院
議
員
の
伯
父
と
と
も
に
そ
の
場
を
立
ち
去
る
。
そ
し
て
、
伯
父
の
共
同
体
に
属
そ
う
と
す
る
が
、
縁
を
切
ら
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れ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
彼
に
信
頼
を
寄
せ
る
人
物
に
も
出
会
う
が
、
悪
意
を
も
っ
た
人
物
た
ち
に
も
出
会
い
ふ
り
ま
わ
さ
れ
た
挙
句
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
・
ボ
ー
イ
を
し
て
い
た
ホ
テ
ル
・
オ
ク
シ
デ
ン
タ
ル
と
い
う
共
同
体
か
ら
も
追
放
さ
れ
る
。 

 


