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は
じ
め
に

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
哲
学
は
、「
超
越
の
哲
学
」
に
対
す
る
「
内
在
の
哲
学
」、

「
知
覚
の
現
象
学
」
に
対
す
る
「
情
感
性
の
現
象
学
」
な
ど
、そ
の
比
較
対
象
を
通
し

て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
誤
っ
た
規
定
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
し
か
し
、
比
較
対
象
を
経
由
し
て
し
か
規
定
で
き
な
い
哲
学
は
、
そ
の
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
半
分
を
比
較
対
象
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味

で
は
、
そ
の
哲
学
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
比
較
対
象
に
寄
生
し
た
も
の
で

し
か
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
で
は
、
比
較
対
象
を
経
由
し
た
の
で
な
い
、
ア
ン
リ
哲

学
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、ア
ン
リ
哲
学
の
積
極
的
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ン
リ
が
「
現
象
学
の
転
覆
」（IN

C
, 33

）
を
主
張
す
る
と
き
、ア
ン
リ
は
み
ず
か
ら

の
「
生
の
現
象
学
」
の
独
自
性
を
ど
こ
に
見
い
だ
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
は
複
数
の
方
向
性
か
ら
答
え
を
準
備
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ア
ン
リ
哲
学
を
、
従
来
の
哲
学
の
中
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
い

た
「
現
実
感
」
を
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
本
質
と
し
て
と
ら
え
る
試
み
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
で
、
右
の
問
い
に
答
え
た
い
と
思
う
。

ア
ン
リ
が
「
現
象
学
の
転
覆
」
と
言
う
と
き
、
彼
が
転
覆
を
試
み
る
「
歴
史
的
現

象
学
」（IN

C
, 39

）
は
、
言
わ
ば
カ
ン
ト
的
な
問
題
意
識
の
延
長
線
上
で
、
世
界
が
、

論
理
的
な
現
出
形
式
を
は
じ
め
と
す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
、
価
値
、
有
用
性
な
ど

を
持
っ
て
現
出
す
る
こ
と
の
可
能
性
の
条
件
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
そ
し
て
、
歴
史
的
現
象
学
は
一
般
に
、
経
験
の
論
理
的
・
形
式
的
構
造
の
可
能

性
の
条
件
を
、
最
終
的
に
は
、
時
間
的
な
脱
自
の
構
造
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
経
験
に
お
い
て
、
諸
々
の
事
象
は
、
た
だ
単
に

論
理
的
な
現
出
形
式
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
だ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
意
味
、
価

値
、
有
用
性
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
現
れ
る
だ
け
で
も
な
い
。
日
常
的
経
験
に
お
い

て
現
出
す
る
諸
事
象
は
、
同
時
に
、
そ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
論
理
的
・
形
式
的
構

造
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、
あ
り
あ
り
と
し
た
「
現
実
感
」
を
も
っ
て
現
出
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
に
お
い
て
出
会
う
諸
対
象
は
、「
論
理
的
・
形
式
的
な

現
出
様
式
」
と
「
現
実
感
」
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
形
で
現
出
し
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
が
も
は
や
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い

場
合
が
あ
る
。
本
論
で
木
村
敏
の
考
察
を
も
と
に
し
て
論
じ
る
「
離
人
症
」
と
い
う

精
神
病
理
学
的
な
症
状
に
お
い
て
は
、
経
験
さ
れ
る
様
々
な
事
象
の
論
理
的
・
形
式

的
な
現
出
様
式
は
保
た
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
経
験
か
ら
「
現
実
感
」
が
失

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
健
常
者
に
お
い
て
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
「
論
理

的
・
形
式
的
な
現
出
様
式
」
と
「
現
実
感
」
と
が
分
離
さ
れ
て
、
前
者
だ
け
が
残
り
、

後
者
が
消
失
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
症
状
が
教
え
て
く
れ
る
の
は
、
健
常
者
の

経
験
を
そ
れ
と
し
て
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、「
論
理
的
・
形
式
的
な
現
出
形
式
」
よ

り
も
、
む
し
ろ
こ
の
「
現
実
感
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

現
実
感
の
現
象
学

│
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
木
村
敏

│
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わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
を
、
こ
の
離
人
症
の
症
状
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、「
現
実
感
」
を
経
験
の
本
質
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
現
象
学
と
し

て
解
釈
し
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ン
リ
自
身
が
離
人
症
に
言
及
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
ン
リ
は
、
離
人
症
と
い
う
症
状
が
わ
れ
わ
れ
に
示
唆
す

る
、
人
間
の
経
験
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
契
機
に
、
人
間
の
「
生
」
に
つ
い
て
の
深

い
反
省
を
通
し
て
た
ど
り
着
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
「
本
質
的
な
契
機
」、
つ
ま
り
「
現
実
感
」
は
、
従
来
の
現
象
学
、
あ
る
い
は
、

従
来
の
哲
学
的
な
考
察
が
見
過
ご
し
て
き
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
ア
ン
リ
の
「
生
の

現
象
学
」
は
、「
知
覚
の
現
象
学
」、「
世
界
の
現
象
学
」
と
い
う
比
較
対
象
を
通
し
て

初
め
て
規
定
し
う
る
よ
う
な
現
象
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
知
覚
の
現
象
学
」
や

「
世
界
の
現
象
学
」が
汲
み
尽
く
せ
て
い
な
か
っ
た
経
験
の
真
の
本
質
を
暴
こ
う
と
す

る
現
象
学
、
あ
る
い
は
、「
知
覚
の
現
象
学
」
や
「
世
界
の
現
象
学
」
が
そ
の
構
造
を

明
ら
か
に
し
た
経
験
次
元
そ
の
も
の
を
支
え
る
根
源
的
な
経
験
次
元
を
解
明
し
よ
う

と
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

１　
「
歴
史
的
現
象
学
」
に
お
け
る
現
象
性
の
原
理

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
論
は
、
ア
ン
リ
哲
学
を
、
比
較
対
象
を
介
し
て
で
な

く
理
解
す
る
視
点
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現

象
学
」
の
特
異
性
や
独
創
性
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
便
宜
上
、
ひ
と
ま
ず
比
較
対

象
を
介
し
て
そ
の
特
異
性
や
独
創
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、
ア
ン
リ
が
そ
の
転
覆
を
試
み
た
「
歴
史
的
現
象
学
」
が
い
か

な
る
特
徴
を
持
つ
か
を
、
後
に
見
る
ア
ン
リ
に
よ
る
批
判
の
要
諦
が
明
瞭
に
な
る
よ

う
な
仕
方
で
整
理
し
て
お
き
た
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
、
現
象
学
的
存
在
論
と
し
て
展
開
し
た
現
象
学
は
、
現
象
を
存

在
者
が
存
在
す
る
仕
方
（「
い
か
に
存
在
す
る
か
」
の
「
い
か
に
」）
と
し
て
理
解
し
、
そ

の
本
質
の
解
明
に
向
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ

れ
の
経
験
は
ま
ず
第
一
に
は
個
物
の
経
験
と
し
て
規
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
（E

U
, 

21

）、
し
か
し
、
そ
の
個
物
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
対
し
て
感
覚
的
に
関
わ
る
場
合

に
も
、
ま
た
、
実
践
的
に
関
わ
る
場
合
に
も
、
常
に
あ
る
環
境
の
中
で
、
つ
ま
り
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
地
平
や
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
本
質

的
構
造
を
持
っ
て
い
る
（E

U
, 24-26

）。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
対
象
が
、
様
々
な
意
味

や
規
定
を
担
い
う
る
一
つ
の
存
在
者
と
し
て
現
出
す
る
た
め
の
条
件
は
、
そ
れ
に
先

立
っ
て
、
そ
れ
自
体
、
素
朴
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
世
界
地
平
が
現
出
し
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
地
平
構
造
が
存
在
者
一
般
の
存
在
の
構
造
、
存
在
者
が

存
在
す
る
こ
と
の
「
い
か
に
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
個
々
の
存
在
者
が
意
味
や
有
用
性
な
ど
、
広
い
意
味
で
の
論
理
的
な
現
出

様
態
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
世
界
地
平
は
、
い
か
に
し
て
可
能

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。「
歴
史
的
現
象
学
」
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
て
、
共
通

に
、
そ
の
根
拠
を
時
間
性
の
う
ち
に
認
め
て
き
た
。
時
間
性
は
、
主
観
性
の
、
あ
る

い
は
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
本
質
と
し
て
理
解
さ
れ
、
人
間
存
在
が
過
去
・
現
在
・

未
来
と
い
う
時
間
的
な
広
が
り
、
時
間
地
平
を
展
開
し
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
が
、
世

界
地
平
の
開
示
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
条
件
の
な
か
で
存
在
者
が
存
在
し
、

意
味
や
有
用
性
を
持
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
人
間
存
在
の
本
質
と
し
て
の
時
間
性
に
よ
っ
て
世
界
地
平
が
可
能
に
な
る

と
し
て
も
、
そ
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
も
ま
た
時
間
的
な
流
れ
の
な
か
に
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
人
間
存
在
が
そ
の
統
一
を
失
う
な
ら
ば
、

経
験
そ
の
も
の
が
、
あ
る
い
は
存
在
そ
の
も
の
が
そ
の
地
盤
を
失
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
こ
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
時
間
的
統
一
が

い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
、「
歴
史
的
現
象
学
」は
、

内
世
界
的
な
存
在
者
の
存
在
の
可
能
性
を
説
明
す
る
た
め
の
原
理
を
、
そ
の
ま
ま
、

こ
の
存
在
者
の
存
在
の
条
件
で
あ
る
人
間
存
在
に
当
て
は
め
て
考
え
た
。
つ
ま
り
、
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人
間
存
在
そ
の
も
の
が
時
間
的
に
存
在
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
絶
え
ざ
る
現
在

化
と
過
去
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス

に
お
い
て
、
人
間
存
在
は
、
そ
の
都
度
の
現
在
に
お
い
て
働
く
把
持
に
よ
っ
て
、
流

れ
去
っ
た
自
己
（
の
現
在
化
の
働
き
）
を
隔
た
り
を
介
し
て
保
持
し
て
お
り
、
こ
の
把

持
に
よ
る
自
己
の
再
把
握
の
連
続
が
自
己
の
統
一
を
可
能
に
す
る
と
考
え
た
の
で
あ

る①
。こ

こ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
現
象
性
の
原
理
を
理
解
す
る
「
歴
史
的
現
象
学
」
の

特
徴
を
次
の
二
点
に
整
理
し
て
お
こ
う
。（
１
）
歴
史
的
現
象
学
は
、現
象
を
知
覚
的
・

実
践
的
な
「
意
味
」
に
お
い
て
現
出
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
、
そ
う
し
た
構
造
を

持
つ
現
出
の
存
在
論
的
可
能
性
を
時
間
性
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
。（
２
）
歴
史
的
現

象
学
は
、
対
象
の
現
出
の
原
理
で
あ
る
主
観
性
そ
の
も
の
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
も
、

諸
対
象
と
同
様
、
時
間
性
を
介
し
て
統
一
を
保
つ
も
の
と
考
え
、
時
間
的
な
差
異
を

媒
介
に
し
た
統
一
の
原
理
を
経
験
一
般
の
存
在
論
的
可
能
性
と
し
て
理
解
し
た
。

２　
「
生
の
現
象
学
」
に
お
け
る
現
象
性
の
原
理

以
上
の
よ
う
な
「
歴
史
的
現
象
学
」
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
は

ど
の
よ
う
な
特
異
性
や
独
創
性
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
ア
ン

リ
の
「
生
の
現
象
学
」
が
、
前
節
で
再
構
成
し
た
「
歴
史
的
現
象
学
」
の
展
開
と
は

逆
方
向
の
展
開
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
歴
史
的
現
象
学
」
は
、諸
事

物
の
存
在
仕
方
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
た
時
間
性
を
、
主
観
性
の
統
一
の
原
理
を
も
な

す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、
ア
ン
リ
は
逆
に
、
主
観
性
の
存
在
仕
方
、
あ
る

い
は
、
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
る
エ
ゴ
の
存
在
仕
方
か
ら
出
発
し
て
、
諸
事
物
の
存
在

仕
方
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
ア
ン
リ
は
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
キ
ャ
リ
ア
を
、「
エ
ゴ
の
存
在
論
」、「
主

観
性
の
存
在
論
」
の
必
要
性
を
訴
え
る
こ
と
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る②
。
ア
ン
リ
に

と
っ
て
、
当
初
か
ら
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
存
在
一
般
の
意
味
と
い
う
よ
り
は
、
エ

ゴ
の
存
在
の
意
味
、
主
観
性
の
存
在
の
意
味
で
あ
っ
た
。
で
は
、
ア
ン
リ
は
、
エ
ゴ

の
存
在
の
意
味
を
ど
こ
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
歴
史
的
現
象
学
は
、
事
物
が
現
れ
、
存
在
す
る
こ
と
を
可

能
に
し
て
い
る
原
理
を
時
間
地
平
の
展
開
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
時
間
地
平

は
可
視
性
の
地
平
と
し
て
機
能
し
、
そ
れ
が
事
物
が
現
れ
る
こ
と
、
事
物
が
見
え
る

こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が
そ

の
懐
疑
に
よ
っ
て
不
確
実
な
も
の
と
し
て
退
け
た
の
は
、
こ
の
可
視
性
の
地
平
を
前

提
す
る
事
物
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
（G

P, 26

）。
し
た
が
っ
て
、
も
し
エ
ゴ
の
存

在
が
、
事
物
の
存
在
同
様
、
こ
の
可
視
性
の
地
平
の
う
ち
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
エ
ゴ
の
存
在
は
、
事
物
の
存
在
同
様
、
不
確
実
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
と
は
、

決
し
て
自
己
自
身
を
可
視
性
の
地
平
の
う
ち
に
現
出
す
る
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え

れ
ば
、
時
間
的
隔
た
り
を
介
し
た
把
持
に
よ
っ
て
取
り
戻
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
い
っ
さ
い
の
地
平
、
外
在

性
、
世
界
、
隔
た
り
、
脱
自
、
そ
し
て
、
志
向
性
を
媒
介
す
る
こ
と
の
な
い
自
己
の

感
受
（épreu

ve

）
だ
と
さ
れ
る
。
エ
ゴ
と
は
、
そ
こ
で
諸
事
物
が
現
出
す
る
場
で
あ

る
と
言
え
よ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
エ
ゴ
自
身
は
、
決
し
て
諸
事
物
と
同
じ
よ
う
に

現
出
し
、
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
エ
ゴ
の
存
在
と
は
、
む
し
ろ
、〈
諸
事
物
が
現
れ

て
い
る
こ
と
〉
が
実
感
さ
れ
て
い
る
場
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
実
感
、
こ
の
感
じ
る

こ
と
（sen

tir

）、
感
情
（sen

tim
en

t

）、
情
感
性
（affectivité

）、
印
象
（im

pression

）

こ
そ
が
エ
ゴ
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
リ
は
、
存
在
一
般
の
意
味
の
解
明
か
ら
で
は
な
く
、
エ
ゴ
の

存
在
、
主
観
性
の
存
在
の
意
味
の
解
明
か
ら
出
発
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
現
象
学
が

い
っ
さ
い
の
現
象
の
原
理
と
し
て
理
解
し
た
現
象
性
と
は
別
の
現
象
性
を
見
い
だ
し

た
。
そ
れ
は
、
自
我
の
生
に
お
け
る
自
己
感
受
、
自
己
到
来
と
し
て
の
現
象
性
で
あ
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り
、
ア
ン
リ
は
そ
れ
を
、
歴
史
的
現
象
学
に
お
け
る
現
象
の
原
理
と
し
て
の
「
世
界

が
現
れ
る
こ
と
（l'ap

p
araître d

u
 m

on
d

e

）」
に
対
し
て
、「
生
が
現
れ
る
こ
と

（l'apparaître de la vie

）」
と
呼
ぶ
。
自
我
は
、
い
っ
さ
い
の
外
在
性
、
時
間
性
を
排

し
た
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
の
う
ち
に
そ
の
存
在
の
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。し

か
し
、
経
験
の
源
泉
と
し
て
の
自
我
を
い
っ
さ
い
の
時
間
性
を
欠
い
た
も
の
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
全
く
無
時
間
的
な
も
の
と
し
て
、
言

い
換
え
れ
ば
、
何
も
過
ぎ
去
ら
ず
、
何
も
到
来
し
な
い
静
寂
の
世
界
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ン
リ
は
、「
歴
史
的
現
象
学
」
に
お
け
る
時

間
概
念
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
も
、
必
ず
し
も
、
独
自
の
時
間
論
を
構
築
す
る
ま

で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
、
ア
ン
リ
の
思
想
の
う

ち
に
独
自
の
時
間
概
念
の
示
唆
を
見
い
だ
す
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な

い
。
先
に
は
、
自
我
の
存
在
と
し
て
の
生
の
構
造
を
、
自
我
が
自
己
自
身
に
絶
え
ず

到
来
す
る
こ
と
、
自
我
が
自
己
自
身
を
絶
え
ず
感
受
し
て
い
る
こ
と
と
し
て
規
定
し

た
が
、
ア
ン
リ
は
、
こ
う
し
た
絶
え
ざ
る
自
己
到
来
の
う
ち
に
本
来
的
な
意
味
で
の

時
間
、
あ
る
い
は
、
従
来
の
現
象
学
的
な
時
間
概
念
に
対
す
る
〈
原
時
間
性
〉
を
見

い
だ
し
て
い
る
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
自
己
到
来
と
は
、
単
に
形
式
的
で
、
同
語
反

復
的
な
繰
り
返
し
で
は
な
い
。
自
我
と
は
、
そ
こ
で
経
験
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
場
そ

の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
場
に
お
い
て
、
経
験
す
る
自
我
そ
の
も
の
が
実

感
的
に
、
内
在
的
に
自
己
自
身
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
自
我
を
存
在
へ
と

支
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
我
が
受
け
取
り
、
感
受
す
る
自
我
は
、
経
験
の
推

移
と
共
に
絶
え
ず
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
我
は
、
自
己
を

感
受
し
つ
つ
、
絶
え
ず
増
大
し
、
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
自
我
は
、

そ
の
絶
え
ざ
る
自
己
到
来
を
通
し
て
、
常
に
質
的
に
変
容
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。

ア
ン
リ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
我
を
経
験
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
場
と
し
て
、
ま
た
、

こ
の
経
験
の
積
み
重
ね
そ
の
も
の
を
自
我
の
増
大
と
し
て
理
解
す
る
の
だ
が
、
こ
う

し
た
自
我
の
経
験
の
あ
り
方
は
、
ア
ン
リ
が
経
験
一
般
の
根
源
的
な
基
盤
と
し
て
理

解
し
て
い
る
〈
努
力
と
抵
抗
の
関
係
〉
と
し
て
も
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
リ
に

と
っ
て
、
自
我
と
は
な
に
よ
り
も
世
界
に
働
き
か
け
る
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
我

と
は
、
努
力
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
世
界
を
表
象
す
る
だ
け
の

も
の
で
は
な
く
、
世
界
を
変
容
す
る
身
体
的
力
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
力
は
、
世
界

に
働
き
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
自
己
自
身
に
感
受
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

自
己
の
感
受
と
し
て
の
自
己
へ
の
現
れ
が
、
努
力
の
、
身
体
の
、
そ
し
て
、
自
我
の

存
在
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
我
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
、

世
界
が
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
が
現
れ
、
世
界
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
と
は
同
じ
一
つ
の
事
態
を
な
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
世
界
は
い
か
に

経
験
さ
れ
る
の
か
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
、
根
源
的
に
、
努
力
に
対
す
る
抵

抗
と
し
て
現
れ
る
。
努
力
と
は
、「
世
界
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
（pou

voir

）」

と
い
う
存
在
論
的
可
能
性
（possibilité on

tologiqu
e

）
を
意
味
し
て
お
り
、世
界
は
、

こ
の
「
可
能
力
（le pou

voir

）」
と
し
て
の
身
体
に
、絶
え
ず
抵
抗
と
し
て
与
え
ら
れ

て
い
る
と
さ
れ
る
。
力
が
実
効
的
で
、
実
質
的
な
力
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
抵
抗
を
伴
う
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
、
力
を
実
効
的
な
力
と
し
て
可
能
に
す

る
〈
力
に
と
っ
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
抵
抗
〉
こ
そ
、
世
界
の
根
源
的
存
在
で
あ
る
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
（P

P
C

, 71 sqq.

）。

し
た
が
っ
て
、
ア
ン
リ
に
と
っ
て
は
、
諸
事
物
の
経
験
を
可
能
に
し
て
い
る
の
も
、

時
間
的
な
地
平
の
展
開
、
可
視
性
の
地
平
の
展
開
で
は
な
い
。
先
に
確
認
し
た
よ
う

に
、
可
視
性
の
地
平
の
う
ち
で
現
れ
る
事
物
が
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
に
よ
っ
て
疑
わ
し

い
と
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
の
理
解
す
る
事
物
の
存
在
は
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
を

免
れ
る
。
努
力
の
存
在
の
う
ち
に
は
抵
抗
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
含
ま
れ
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
、
絶
対
確
実
な
努
力
の
自
己
感
受
の
う
ち
で
、
世
界
は
、
努
力
と
し
て
の
自

我
と
同
じ
絶
対
確
実
性
を
持
っ
て
現
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（P

P
C

, 104

）。
ア
ン
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リ
が
、
こ
の
努
力
の
自
己
感
受
を
本
来
的
な
意
味
で
の
時
間
性
と
し
て
理
解
し
て
い

る
か
ぎ
り
で
は
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
も
、
事
物
の
存
在
は
時
間
性
の
う
ち
で
保
証
さ

れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
ア
ン
リ
は
「
時
間
」
概
念
を
、
歴
史
的

現
象
学
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
的
現
象
学
に
お
け
る
時
間

概
念
の
基
盤
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
ア
ン
リ
は
、

事
物
の
存
在
、
世
界
の
存
在
を
、
時
間
に
先
立
つ
根
源
的
な
抵
抗
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
見

い
だ
し
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
歴
史
的
現
象
学
が
、
時
間
地
平
を
可
視
性
の
地
平
と
し
て
理
解
し
て
い
た

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
従
来
、
時
間
性
は
感
性
的
所
与
の
形
式
と
し
て
理
解

さ
れ
て
き
た
。
い
か
な
る
感
覚
も
本
質
的
に
時
間
の
な
か
で
生
じ
る
の
で
あ
り
、
時

間
が
い
っ
さ
い
の
現
象
の
本
質
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
は
、
現
象
が
知
覚
的
・
感
覚

的
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、ア
ン
リ
は
、い
っ

さ
い
の
感
覚
の
根
底
に
は
「
感
じ
る
働
き
（acte de sen

tir

）」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

世
界
に
働
き
か
け
る
努
力
と
し
て
の
「
感
じ
る
働
き
」
が
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
可
能
に

す
る
と
考
え
る
（P

P
C

, 107 sqq.

）。
世
界
と
の
実
践
的
な
関
わ
り
だ
け
で
な
く
、
感

性
的
な
関
わ
り
に
と
っ
て
も
、そ
の
根
底
に
は
「
自
ら
動
く
こ
と
が
で
き
る
（pou

voir 

de se m
ou

voir

）」（IN
C

, 197

）
と
い
う
自
我
の
努
力
が
存
し
て
お
り
、
個
々
の
感
覚

は
、
こ
う
し
た
自
我
の
「
可
能
力
」
と
抵
抗
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
主
張
は
同
時
に
、「
共
通
感
覚
」
の
可
能
性
を
説
明
し

た
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る③
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、〈
見
え
る
〉
対
象

が
、
同
時
に
、〈
さ
わ
れ
る
〉
対
象
で
も
、〈
聞
け
る
〉
対
象
で
も
あ
る
の
は
、
こ
の

対
象
が
、
た
だ
単
に
視
覚
に
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
根
源
的
に
、
努
力

に
対
し
て
、「
自
ら
動
く
こ
と
が
で
き
る
」
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
い
か
な
る
感
性
的
対
象
も
、
ま
ず
も
っ
て
、
努
力
に
対
す
る
抵
抗
と
し

て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
全
て
が
「
私
の
力
が
達
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
」（C

f. P
P

C
, 133

）
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、こ
の

共
通
性
に
基
づ
い
て
、
視
覚
対
象
が
同
時
に
、
触
覚
に
も
、
聴
覚
に
も
開
か
れ
う
る

の
で
あ
る
（C

f. P
P

C
, 115-116

）。
ア
ン
リ
に
お
い
て
、「
抵
抗－

努
力
」
の
関
係
と
は

「
共
通
感
覚
」
の
可
能
性
を
意
味
し
て
お
り
、世
界
の
根
源
的
贈
与
は
共
通
感
覚
的
な

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
共
通
感
覚
的
な
仕
方
で
、
あ
る
い
は
、
努
力
に
対
す
る
抵
抗

と
し
て
与
え
ら
れ
て
く
る
事
物
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
て

く
る
の
だ
ろ
う
か
。
歴
史
的
現
象
学
が
、
事
物
の
根
源
的
な
現
出
の
仕
方
を
時
間
性

の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
、
感
性
的
現
出
の
う
ち
に
見
い
だ
し
、
そ
こ
か
ら
、
事
物
の

現
れ
を
感
覚
的
・
知
覚
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
意
味
・
価
値
・
目
的
・
有

用
性
な
ど
を
携
え
た
も
の
と
し
て
理
解
し
た
の
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
事
物
の
根

源
的
贈
与
を
、
感
性
的
・
知
覚
的
な
も
の
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
意
味
・
価
値
・

目
的
・
有
用
性
を
携
え
た
も
の
と
し
て
も
理
解
し
て
い
な
い
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
抽
象
画
が
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
根
源

的
贈
与
に
お
け
る
事
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
抽
象
画
に
お
け
る
「
抽
象
」
の
意
味

は
、
対
象
か
ら
意
味
・
価
値
・
目
的
・
有
用
性
な
ど
を
排
除
し
、
対
象
を
そ
の
本
質

的
な
現
出
の
契
機
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
諸
対
象
は
、
意
味
・

価
値
・
目
的
・
有
用
性
な
ど
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
本
来
的
に

持
つ
調
性
（ton

alité

）、
そ
の
内
的
響
き
を
現
す
の
で
あ
り
、
こ
の
調
性
や
内
的
響
き

を
与
え
ら
れ
る
が
ま
ま
に
描
き
出
す
の
が
「
抽
象
画
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
で
は
、

こ
の
調
性
、
内
的
響
き
と
は
何
を
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
生
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
先
に
、
抵
抗
が
努
力
の
感
情
と
一
つ
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
事
物
が
示
す
調
性
は
、
自
我
の

生
の
自
己
感
受
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
事
物
が
、
そ
の
調
性
に
お
い
て
、
情
感
的

な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
情
感
的
な
経
験
に
お
い
て
、
生
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が
自
己
を
感
受
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま
た
、
生
が
自
己
を
感
受
す
る
こ

と
の
う
ち
に
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
事
物
が
情
感
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
諸
事

物
の
情
感
的
な
現
れ
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
抽
象
画
そ
の
も
の
が
、
生
の
自
己
感
受
、
自
己
現
出
に

ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
固
有
の
調
性
を
示
す
の
は
、
決
し
て
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
キ
ャ

ン
バ
ス
に
描
き
だ
し
た
「
純
粋
な
絵
画
的
要
素
」
だ
け
で
は
な
い
。
ア
ン
リ
に
よ
れ

ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
の
回
り
の
日
常
的
な
諸
事
物
も
、
意
味
・
価
値
・
目
的
・
有
用

性
な
ど
に
よ
っ
て
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
に
固
有
の
調
性
を

示
し
て
お
り
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
抽
象
画
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己

感
受
す
る
生
に
対
し
て
情
感
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
（V

IV
, 228-229

）。

「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
に
お
い
て
、
意
味
・
価
値
・
目
的
・
有
用
性
と
い
う
相
の
も

と
に
現
出
す
る
諸
事
物
は
、
そ
の
根
底
を
な
す
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
に
お
い
て
、

情
感
的
な
も
の
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
諸
事
物

の
贈
与
が
わ
れ
わ
れ
の
根
源
的
な
経
験
を
な
す
と
さ
れ
る
。
ア
ン
リ
は
、
こ
の
よ
う

に
生
に
お
い
て
、
情
感
性
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
世
界
を
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に

倣
っ
て
「
コ
ス
モ
ス
」（V

IV
, 236

）
と
、
あ
る
い
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
を
徹
底

的
な
意
味
で
再
解
釈
し
て
「
生
の
世
界
（m

on
de-de-la-vie

）」（IN
C

, 216

）
と
呼
ぶ
。

ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
世
界
の
真
理
と
は
、
感
性
的
現
出
や
時
間
性
の
根
底
に
あ
る
、

そ
の
情
感
的
、
パ
ト
ス
的
な
現
出
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ア
ン
リ
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
時
間
に
よ
る
形
式
化
や
感
性
化
、
す
な
わ
ち

「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」を
原
理
と
し
て
存
在
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
歴
史
的
現
象
学

に
対
し
て
、
生
の
自
己
感
受
、「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
を
原
理
と
し
て
存
在
を
説
明
し

直
そ
う
と
す
る
。
も
し
、
時
間
性
、
外
在
性
、
可
視
性
、
脱
自
、
志
向
性
と
い
う
構

造
や
働
き
に
も
と
づ
い
た
存
在
者
の
現
出
の
原
理
を
「
存
在
」
と
呼
ぶ
の
だ
と
す
れ

ば
、
ア
ン
リ
は
、「
存
在
」
で
は
な
く
「
生
」
を
い
っ
さ
い
の
現
象
の
原
理
と
し
て
解

釈
し
よ
う
と
し
た
と
言
え
よ
う
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
は
、
存
在
者
の
真
に
実
在
的
、

実
質
的
な
存
在
を
支
え
て
い
る
の
は
、
生
の
自
己
感
受
に
ほ
か
な
ら
ず
、
生
の
自
己

感
受
と
い
う
現
出
の
あ
り
方
に
お
い
て
こ
そ
、
存
在
者
は
、
抵
抗
と
し
て
、
共
通
感

覚
的
な
も
の
と
し
て
、
情
感
的
な
も
の
と
し
て
、
実
在
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、ア
ン
リ
は
『
受
肉
』
の
な
か
で
、こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
て
、ハ
イ
デ
ガ
ー

の
存
在
概
念
を
存
在
者
の
脱
実
在
化
（déréalisation

）
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
し

て
い
る
（IN

C
, 65

④
）。「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
し
て
の
存
在
は
、
そ
の
う
ち
で
現

れ
る
存
在
者
を
そ
れ
自
身
の
外
部
へ
と
、
存
在
の
光
の
う
ち
へ
と
導
き
、
そ
こ
で
、

こ
の
存
在
者
を
照
ら
し
出
す
こ
と
で
、
そ
の
隠
蔽
を
取
り
去
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
存
在
は
、
単
に
存
在
者
の
隠
蔽
を
取
り
去
る
だ
け
で
、
こ
の
存
在
者
に
実
在
性
を

与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
存
在
者
の
実
在
性
を
、
光
の
う
ち
で
の
非
隠
蔽

性
に
す
り
替
え
る
こ
と
で
、
そ
の
真
の
実
在
性
を
奪
い
、
脱
実
在
化
し
て
い
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
（IN

C
, 60-61

）。

で
は
、ア
ン
リ
が
言
う
存
在
者
の
「
実
在
性
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ア
ン
リ
は
、
同
じ
く
『
受
肉
』
に
お
い
て
、「
実
在
性
」
と
は
、
こ
の
語
で
通
常
わ
れ

わ
れ
が
思
い
描
く
も
の
、
す
な
わ
ち
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
の
う
ち
で
現
れ
て
く

る
も
の
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
述
べ
て
い
る
（IN

C
, 213

）。
む
し
ろ
、「
実
在
性

（réalité

）」
と
い
う
言
葉
で
、
あ
る
い
は
、
ア
ン
リ
に
お
い
て
言
わ
ば
同
義
語
と
し
て

使
用
さ
れ
い
て
い
る
「
実
質
性
（m

atérialité

）」
と
い
う
言
葉
で
、
ア
ン
リ
が
言
わ

ん
と
し
て
い
る
の
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
、
抵
抗
と
し
て
の
、
共
通
感
覚
的
な

も
の
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
、
情
感
的
な
も
の
と
し
て
の
事
物
の
存
在
の
あ
り
方
、

す
な
わ
ち
、
生
の
自
己
感
受
と
し
て
の
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
に
お
い
て
現
象
し
て

く
る
存
在
者
の
存
在
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
ン
リ
が
、
そ
の
「
生
の
現
象

学
」
に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
経
験
に
お
け
る
実
在
性
と
は
、
生
の
自
己
感
受
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と
一
体
に
な
り
、
生
に
お
い
て
あ
り
あ
り
と
実
感
さ
れ
る
存
在
者
の
実
在
性
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。

３　
「
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
」

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ン
リ
は
、
歴
史
的
現
象
学
が
い
っ
さ
い
の
経
験
の
原
理
と
し

て
理
解
し
た
「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
の
根
底
に
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
を
見
い
だ

し
、
そ
こ
か
ら
経
験
の
意
味
を
再
考
し
よ
う
と
企
て
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
二
つ
の

「
現
れ
る
こ
と
（apparaître

）」
の
関
係
を
、
ア
ン
リ
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

後
期
の
ア
ン
リ
は
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
の
関
係

を
、
し
ば
し
ば
「
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
（du

alité de l'apparaître

）」
と
い
う
言

葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
一
見
す
る
と
、
超
越
と
内
在
の
関
係
を
二
元

論
的
に
理
解
し
て
い
た
初
期
の
解
釈
を
踏
襲
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。実
際
、

ア
ン
リ
は
、『
受
肉
』
の
な
か
で
、「
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
」
を
「
ア
プ
リ
オ
リ
」

で
あ
り
、「
説
明
で
き
な
い
原－

事
実
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（IN

C
, 217

）。
し
か

し
、
同
時
に
ア
ン
リ
は
、
こ
の
二
重
性
を
唯
一
の
実
在
性
の
二
つ
の
現
れ
方
と
し
て
、

し
か
も
、
一
方
は
本
質
的
で
あ
り
、
他
方
は
言
わ
ば
仮
象
で
し
か
な
い
現
れ
方
と
し

て
理
解
し
て
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
と
世
界
と
い
う
二
つ
の
「
現
れ
る
こ
と
」
の

う
ち
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
は
、「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
が
外
部
か
ら
知
覚
さ
れ
、

表
象
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、「
現
れ
る
こ
と
」
の
本
質
を
な
す
生
を
覆

い
隠
し
、
排
除
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（Ibid

.

）。
し
か
し
、
も
し
世
界
が

生
に
対
す
る
外
的
表
象
で
し
か
な
く
、
生
か
ら
実
在
性
を
奪
っ
て
形
式
的
に
存
在
を

構
築
し
よ
う
と
す
る
策
謀
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、「
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
」
は
、
な

ぜ
ア
プ
リ
オ
リ
な
事
実
と
し
て
、「
説
明
で
き
な
い
原－

事
実
」
と
し
て
、
あ
る
い

は
、
人
間
本
性
の
現
象
学
的
構
造
と
し
て
（C

f. IN
C

, 315

）
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

ア
ン
リ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
世
界
の
本
質
が
生
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
な

ら
な
い
。
生
と
は
あ
ら
ゆ
る
現
れ
る
こ
と
の
本
質
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
可
能
に
す
る

根
源
的
な
力
で
あ
り
、
こ
の
根
源
的
な
力
は
、
そ
の
自
己
感
受
に
よ
っ
て
自
ら
の
存

在
を
実
効
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
力
は
、
絶
対
的
な
受
動
性
と
し
て
絶
え
ず

自
己
を
被
っ
て
お
り
、そ
の
意
味
で
絶
え
ざ
る
「
受
苦
（sou

ffran
ce

）」
な
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
生
が
み
ず
か
ら
を
苦
し
む
様
々
な
仕
方
、
言
い
換
え
れ
ば
、
生
が

苦
し
み
に
耐
え
る
様
々
な
仕
方
が
、
生
の
情
感
性
の
多
様
性
を
形
成
し
、
延
い
て
は
、

経
験
の
多
様
性
を
形
成
す
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
生
が
絶
え
ず
自
己
自
身
を
耐
え
る

な
か
で
、
自
己
の
重
み
に
耐
え
き
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
生
が

生
き
る
情
感
的
現
実
性
が
生
自
身
に
と
っ
て
耐
え
き
れ
な
い
重
さ
を
持
っ
て
現
れ
て

く
る
場
合
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
生
は
こ
の
自
己
の
重
み

か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
自
己
自
身
を
被
る
こ
と
か
ら
逃
れ
よ
う
と
試
み
る
の
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
自
己
の
外
部
を
表
象
し
、
表
象
さ
れ
た
世
界
の
う
ち
で
現
実

を
再
構
成
し
よ
う
す
る
の
で
あ
る
（IN

C
, 291 / G

P, 280

）。
ア
ン
リ
は
、
こ
う
し
た

生
の
衝
動
の
う
ち
に
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
の
起
源
を
見
い
だ
す
（G

P, 316

）。

「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
は
、
生
や
「
生
の
世
界
」
が
持
つ
実
在
性
、
実
質
性
を
奪
う

か
ぎ
り
、
生
の
破
壊
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
生
が
す
べ
て
の
現
象
の
根
源
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
生
の
外
部
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
生
の
破
壊
も
、
生

に
対
し
て
外
的
な
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
破
壊
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
そ
の
も

の
に
由
来
す
る
、
生
の
「
自
己
破
壊
（au

to-destru
ction

）」（G
P, 280

）
だ
と
さ
れ

る
。
ア
ン
リ
が
「
現
れ
る
こ
と
の
二
重
性
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
原－

事
実
で
あ
り
、

人
間
本
性
の
現
象
学
的
構
造
だ
と
言
う
の
は
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
が
生
の
本
性

に
基
づ
く
「
自
己
破
壊
」
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
ア
ン
リ
は
、

世
界
が
生
の
本
性
に
基
づ
く
か
ら
と
い
っ
て
、
世
界
を
肯
定
的
に
理
解
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ア
ン
リ
に
と
っ
て
「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
は
、
人
間
的
現
象
の
総
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体
に
迫
る
脅
威
で
あ
り
（IN

C
, 317

）、「
人
間
を
内
か
ら
襲
う
危
険
」（G

P, 320

）
で

あ
っ
て
、
そ
う
し
た
危
険
を
引
き
受
け
つ
つ
も
、
自
己
の
生
の
重
さ
、
ま
た
、
そ
れ

と
同
じ
重
さ
を
持
つ
現
実
の
重
さ
に
耐
え
る
こ
と
の
う
ち
に
、
自
ら
の
生
に
も
と
づ

い
て
現
実
を
生
き
る
人
間
の
姿
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

離
人
症
の
現
象
学

こ
こ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
「
生
の
現
象
学
」
の
特
徴
を
、
い

わ
ゆ
る
「
歴
史
的
現
象
学
」
に
対
置
す
る
形
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
き
た
が
、
次
に

は
、
こ
う
し
た
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
の
独
自
性
を
、
木
村
敏
に
よ
る
離
人
症

論
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史
的

現
象
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
い
う
位
置
づ
け
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
「
生
の

現
象
学
」
の
独
自
性
の
一
側
面
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

木
村
に
よ
れ
ば
、「
離
人
症
と
い
う
の
は
、
患
者
が
そ
の
知
覚
能
力
、
感
覚
機
能
に

何
一
つ
障
害
を
持
た
ず
、
思
考
・
記
憶
・
認
知
・
判
断
な
ど
の
知
的
能
力
も
形
式
的

に
は
ま
っ
た
く
お
か
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
生
活
し
て
い
る
世

界

―
周
囲
の
世
界
だ
け
で
な
く
内
面
の
世
界
も
含
め
て

―
の
『
現
実
性
』
な
い

し
『
実
在
性
』
が
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
、と
い
う
症
状
で
あ
る
」（K

7, 289
）。
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
知
覚
や
感
覚
が
可
視
性
の
地
平
の
開
在
性
、
あ
る
い
は
、
時
間

的
地
平
の
開
在
性
に
基
づ
き
、
そ
の
う
ち
で
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ

れ
ら
知
覚
や
感
覚
の
機
能
が
正
常
に
保
た
れ
て
い
る
離
人
症
患
者
の
経
験
の
う
ち
で

は
、
ア
ン
リ
が
「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
表
現
す
る
現
象
の
原
理
は
正
常
に
機
能

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
離
人
症
患
者
に
と
っ
て
は

世
界
の
現
実
感
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
現
実

感
を
可
能
に
す
る
現
象
の
原
理
は
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
は
別
の
原
理
の
う
ち

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
知
覚
や
感
覚

に
は
解
消
さ
れ
な
い
、
現
実
の
あ
り
あ
り
と
し
た
実
感
を
与
え
る
原
理
を
、
ア
ン
リ

の
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
の
う
ち
に
求
め
る
。
離
人
症
の
症
状
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
経
験
は
、
知
覚
的
、
感
覚
的
な
諸
対
象
の
現
れ
と
、
そ
れ

ら
に
は
解
消
さ
れ
な
い
諸
対
象
の
あ
り
あ
り
と
し
た
現
実
感
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ

て
成
り
立
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
後
者
の
消
失
が
、
経
験
を
ま
っ
た
く
病

的
な
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
か
ぎ
り
、
諸
対
象
の
現
実
感
こ
そ
が
私
た
ち
の

日
常
的
経
験
の
根
底
を
な
す
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ア
ン
リ
が
「
世
界
が
現

れ
る
こ
と
」
に
対
し
て
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
を
対
置
し
た
の
は
、
彼
が
、
わ
れ
わ

れ
の
経
験
の
こ
う
し
た
二
重
構
造

―
日
常
的
に
は
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

離
人
症
な
ど
の
症
状
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
二
重
構
造

―
を
直
観
的
に

把
握
し
、
経
験
の
根
源
的
な
次
元
を
「
現
実
感
」
の
う
ち
に
認
め
て
、
こ
の
「
現
実

感
」
を
可
能
に
す
る
現
象
の
原
理
を
、
世
界
の
現
象
性
と
は
本
質
的
に
異
な
る
生
の

現
象
性
の
う
ち
に
認
め
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た

解
釈
の
根
拠
と
し
て
、
木
村
に
よ
る
離
人
症
論
を
検
証
し
て
み
た
い
。

離
人
症
は
、
一
般
的
に
は
、「
現
実
感
の
喪
失
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
（K

1, 113

）。
し
か
し
、
離
人
症
患
者
は
、
単
に
身
の
回
り
の
諸
事
物
の
現
実
感
を

失
う
だ
け
で
な
く
、
自
我
の
現
実
感
や
時
間
・
空
間
の
現
実
感
を
も
失
っ
て
い
る
。

木
村
に
よ
る
離
人
症
論
は
主
に
こ
の
三
つ
の
契
機
を
巡
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
（K

1, 6, 

116 sqq.

）、
木
村
は
、
離
人
症
の
症
例
分
析
を
通
し
て
、
自
我
、
事
物
、
時
間
・
空

間
に
関
す
る
現
象
学
的
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

木
村
に
よ
れ
ば
、
離
人
症
患
者
は
、
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
は
で
き
る
が
、

そ
の
自
己
に
現
実
感
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
（K

1, 8-9

）。
こ
こ
で
木
村
が
「
自

己
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
こ
と
で
意
味
し
て
い
る
の
は
、
明
瞭
な
自
己
意
識
や
反
省
に

よ
っ
て
、
外
部
に
投
げ
出
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
の
現
れ
だ
と
言
え
よ
う
。
言

い
換
え
れ
ば
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
に
お
け
る
自
己
の
現
出
で
あ
る
。
し
か
し
、

離
人
症
患
者
は
、
こ
の
「
自
己
イ
メ
ー
ジ
」
を
持
つ
こ
と
は
で
き
て
も
、
自
己
を
実
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感
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
自
分
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
自
分
と
い

う
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」（K

1, 8

）
な
ど
と
訴
え
る
。
で
は
、こ
の
自
己
の

現
実
感
、
あ
る
い
は
、
自
己
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

木
村
は
、『
自
覚
の
精
神
病
理
』
の
な
か
で
、
自
己
を
「
も
の
」
と
し
て
で
は
な

く
、「
こ
と
」
と
し
て
解
釈
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
木
村
が
し
ば
し

ば
依
拠
す
る
西
田
幾
多
郎
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
を
、
主
語
的
な
も
の
と

し
て
で
な
く
、
述
語
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
語
の
位

置
に
置
か
れ
た
自
己
は
、
対
象
化
さ
れ
、
客
観
化
さ
れ
た
自
己
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

「
も
の
」
と
し
て
の
自
己
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、い
っ
さ
い
の
先
入
見
を
廃
し

て
「
純
粋
経
験
」
に
立
ち
返
れ
ば
、
私
た
ち
の
経
験
は
述
語
的
な
「
こ
と
」
で
占
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
物
が
見
え
て
い
る
こ
と

0

0

」、「
音
が
聞
こ
え
て
い
る
こ
と

0

0

」

で
し
か
な
い
。
そ
こ
に
は
「
も
の
」
と
し
て
の
自
我
、
つ
ま
り
、
主
語
と
し
て
の

「
私
」、
見
て
い
る
私
、
聞
い
て
い
る
私
は
い
ま
だ
成
立
し
て
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

述
語
的
な
事
象
が
成
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
成
立
し
て
い
る
「
い
ま
、
こ
こ
」

と
い
う
場
所
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
述
語
的
な
事
象
の
生
じ
る

場
所
こ
そ
が
「
こ
と
」
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
言
わ
ば
、
何
か
が
見
え

て
い
る
と
い
う
経
験
が
成
り
立
つ
場
所
こ
そ
が
本
源
的
な
意
味
で
の
自
己
で
あ
り
、

こ
の
自
己
が
、
単
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
自
己
で
は
な
く
、
あ
り
あ
り
と
現
実
的

に
感
じ
取
ら
れ
る
自
己
の
可
能
性
を
な
す
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（K

1, 

120-121

）。

で
は
、
離
人
症
の
患
者
に
お
い
て
、
事
物
は
ど
の
よ
う
に
経
験
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
木
村
に
よ
れ
ば
、「
離
人
症
患
者
は
す
べ
て
、
知
覚
や
表
象
の
対
象
が
そ
の

現
実
性
、
実
在
性
を
失
っ
た
と
感
じ
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
対
象
が
現
実
に
実

在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
『
知
覚
』
は
失
っ
て
い
な
い
」（K

7, 293

）。
つ
ま
り
、

「
対
象
の
知
覚
、
認
識
、
判
断
な
ど
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
現
実
性
や
実

在
性
は
少
し
も
障
害
さ
れ
て
い
な
い
」
の
で
あ
り
、
患
者
は
、「
他
の
人
た
ち
と
共
通

の
、
い
わ
ば
『
公
共
的
』
な
世
界
の
実
在
性
が
自
分
の
『
私
的
』
な
世
界
で
失
わ
れ

て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
自
覚
を
持
っ
て
い
る
」の
で
あ
る（K

7, 294

）。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
感
覚
的
、
知
覚
的
、
認
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
現
実
性
、

あ
る
い
は
、
公
共
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
現
実
性
と
は
、
ア
ン
リ
の
言
葉
で
は
、「
世
界
が

現
れ
る
こ
と
」
の
う
ち
で
生
じ
る
現
実
性
、
外
在
性
の
地
平
の
な
か
で
、
隔
た
り
を

お
い
て
前
に
立
て
ら
れ
た
現
実
性
だ
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
離
人
症
患
者
に

お
い
て
失
わ
れ
た
現
実
性
と
は
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
は
別
の
原
理
に
基
づ
く

現
実
性
で
あ
り
、
こ
の
現
実
性
、
現
実
感
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
か
が
問
題
と

な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
離
人
症
患
者
が
喪
失
し
て
い
る
の
が
、「
公
共
的
」
な

世
界
の
現
実
性
で
は
な
く
、「
私
的
」
な
世
界
の
現
実
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先

に
は
、
自
己
の
現
実
性
を
「
何
か
が
見
え
て
い
る
こ
と

0

0

」
の
成
立
す
る
場
所
と
し
て

理
解
し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、「
何
か
が
見
え
て
い
る
こ
と

0

0

」
が
絶
え
ず
「
自
己
」

と
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
何
か
が
見
え
て
い
る
こ
と

0

0

」
と

「
自
己
」
と
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。「
何
か
が
見
え

て
い
る
こ
と

0

0

」、「
何
か
が
存
在
す
る
こ
と

0

0

」は「
自
己
が
あ
る
こ
と

0

0

」と
一
つ
に
な
っ

て
お
り
、
両
者
で
一
つ
の
「
こ
と
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
自

己
」
と
の
一
体
性
の
う
ち
に
あ
る
対
象
こ
そ
が
、
離
人
症
に
お
い
て
失
わ
れ
た
対
象

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
「
こ
と
」
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
唯
一
の
「〈
事
物
が
あ

る
＝
自
己
が
あ
る
〉
こ
と
」
を
成
立
さ
せ
る
構
造
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
木
村
は
そ

れ
を
努
力
感
と
抵
抗
感
の
関
係
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
木
村
に
よ
れ
ば
、
現

実
が
真
に
現
実
的
に
「
あ
り
あ
り
と
」、「
真
に
迫
っ
て
」
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、

単
な
る
受
動
的
な
受
容
で
は
な
い
一
種
の
「
手
ご
た
え
」、
つ
ま
り
、「
努
力
感
」
を

伴
っ
た
「
抵
抗
感
」
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
抵
抗
感
と
は
、
単
に
事
物
を

押
し
た
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
抵
抗
感
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
知
覚
や
聴
覚
を
も
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含
ん
だ
い
っ
さ
い
の
感
覚
に
伴
う
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
音
楽
を
聴
い
て
圧
倒
さ
れ
る

経
験
の
う
ち
に
は
努
力
感
を
伴
う
あ
る
種
の
抵
抗
感
が
あ
る
し
、
ま
た
、
色
の
鮮
明

な
印
象
の
う
ち
に
も
努
力
感
を
伴
う
抵
抗
感
が
認
め
ら
れ
る（K

6, 99

）。
そ
し
て
、ア

ン
リ
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
努
力－

抵
抗
の
関
係
と
は
、「
世
界
が

現
れ
る
こ
と
」
に
先
立
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
時
間
に
先
立
っ
て
現
象
を
可
能
に

す
る
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
木
村
は
、
こ
こ
に
、
感
覚
・
知
覚
・
認
識
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
の
で
な
い
事
物
の
現
実
感
、
自
己
の
現
実
感
と
一
体
に
な
っ
た
事
物
の

現
実
感
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
離
人
症
に
お
い
て
、
感
覚
的
・
知
覚
的
・
公
共
的
な

レ
ヴ
ェ
ル
で
の
事
物
の
現
実
性
が
保
た
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
物
の
現
実

感
が
失
わ
れ
る
の
は
、
努
力
感－

抵
抗
感
と
い
う
経
験
の
基
盤
、
言
い
換
え
れ
ば
、

「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
本
質
的
に
異
な
る
「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
が
失
わ
れ
た
か

ら
だ
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
こ
の
〈
努
力－

抵
抗
〉
と
い
う
事
物
と
の
関
係
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
わ

れ
わ
れ
の
経
験
か
ら
ど
の
よ
う
な
事
物
の
贈
与
の
あ
り
方
が
失
わ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
決
し
て
個
別
的
な
感
覚
的
贈
与
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
視
覚
や
聴
覚
な
ど

の
諸
感
覚
は
離
人
症
の
症
状
に
お
い
て
も
保
た
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
そ

の
明
瞭
度
を
増
し
て
い
る
）
の
で
あ
る
（K
7, 294

）。
木
村
に
よ
れ
ば
、
離
人
症
で
失
わ

れ
て
い
る
の
は
「
共
通
感
覚
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（K

5, 323

）。「
共
通
感
覚
」
と
は

個
々
の
特
殊
感
覚
に
共
通
し
て
含
ま
れ
、
異
な
る
感
覚
領
域
間
の
比
較
や
区
別
を
可

能
に
す
る
感
覚
で
あ
る
が
（K
5, 322-323

）、木
村
は
こ
れ
を
、例
え
ば
、味
覚
の
「
甘

さ
」、
感
情
の
「
甘
さ
」、
音
色
の
「
甘
さ
」
な
ど
が
共
通
に
「
甘
さ
」
と
呼
ば
れ
る

こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
「
感
触
」
や
「
気
分
」
と
し
て
も
理
解
し
て
い
る
（K

5, 

323

）。
ア
ン
リ
が
言
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
が
「
自
ら
動
く
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
根
源
的
運
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
努
力
に
対
し
て
は
、
い
っ
さ
い
が
抵
抗

と
し
て
与
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
感
覚
領
域
が
異
な
る
に
し
て
も
、
こ

の
抵
抗
の
あ
り
方
、
手
ご
た
え
や
感
触
の
あ
り
方
が
同
じ
も
の
に
対
し
て
は
、
共
通

の
感
覚
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
離
人
症
に
お
い
て
失
わ
れ
る
現
実
感
を
、
努
力
感
を

伴
う
抵
抗
感
と
し
て
、
ま
た
、「
共
通
感
覚
」
と
し
て
理
解
す
る
木
村
の
議
論
は
、
こ

の
よ
う
に
ア
ン
リ
の
議
論
と
の
重
ね
合
わ
せ
に
お
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
離
人
症
に
お
い
て
欠
落
し
て
い
る
の
は
、「
人
間
と
世
界
と
の
あ
い
だ
の
根
源
的

な
通
路
づ
け
を
可
能
に
し
」（K

5, 324

）
て
い
る
抵
抗
感
で
あ
り
、
共
通
感
覚
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
、
健
常
者
の
経
験
に
お
い
て
は
、
自
己
や
事
物
の
現
実
感
を
可
能
に
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
現
実
感
の
喪
失
と
し
て
の
離
人
症
に
お
い
て
は
、
時
間
や
空
間
の
現
実

感
も
失
わ
れ
る
。
離
人
症
患
者
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
。「
時
間
が
な
く
な
っ
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
時
と
時
の
あ
い
だ
、
今
と
今
の
あ
い
だ
が
な
く
な
っ
た
の

で
す
。
だ
か
ら
時
間
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
」。「
目
測
で
何
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
と

い
う
の
は
わ
か
る
け
れ
ど
、
距
離
が
実
感
と
し
て
つ
か
め
な
い
」（K

7, 295

）。
こ
う

し
た
離
人
症
患
者
の
証
言
を
考
察
し
て
、
木
村
は
時
間
・
空
間
に
「
体
験
超
越
的
」

時
間
・
空
間
と
「
体
験
内
在
的
」
時
間
・
空
間
の
区
別
を
設
け
る
（K

1, 127 sqq.

）。

前
者
は
客
観
的
に
計
測
可
能
な
時
間
・
空
間
で
あ
り
、
後
者
は
言
わ
ば
、
私
の
「
い

ま
、
こ
こ
」
を
起
点
に
し
て
主
観
的
に
感
じ
取
ら
れ
る
時
間
・
空
間
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
で
も
、
離
人
症
の
経
験
に
お
い
て
は
、
前
者
の
時
間
・
空
間
は
保
た
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者
の
時
間
・
空
間
が
失
わ
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
失
わ
れ
て
い
る
の
は
本
当
に
後
者
の
「
体
験
内
在
的
」
時
間
・
空
間
で
あ

ろ
う
か
。
木
村
が
「
体
験
内
在
的
」
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
時
間
・
空
間
は
、
歴

史
的
現
象
学
が
理
解
す
る
時
間
性
に
還
元
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
今
と
今

の
あ
い
だ
」
を
つ
な
ぐ
の
は
現
在
に
発
す
る
把
持
や
予
持
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
間
的

な
連
続
性
を
可
能
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
把
持
や
予
持
、
つ
ま
り
時
間
意
識

は
、
経
験
的
時
間
、「
体
験
超
越
的
」
な
時
間
の
超
越
論
的
条
件
、
そ
の
純
粋
な
形
式

で
あ
り
、
こ
の
形
式
そ
の
も
の
が
実
感
さ
れ
る
実
質
性
を
持
つ
と
は
言
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
む
し
ろ
、こ
の
超
越
論
的
時
間
が
実
感
さ
れ
う
る
実
質
性
を
持
つ
と
し
た
ら
、
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そ
れ
は
、
ア
ン
リ
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
超
越
論
的
時
間
が
単
に
経
験
的
時
間
の
可

能
性
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
を
受
容
し
、
感
受
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
自
身
実
質

的
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
時
間
は
、
そ
の
自
己
感
受

に
よ
っ
て
こ
そ
あ
り
あ
り
と
し
た
現
実
感
を
も
っ
て
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
な
す
の
で
あ
る
。

実
際
、
木
村
は
、
離
人
症
に
お
け
る
時
間
・
空
間
の
非
連
続
感
の
背
後
に
、
自
我

の
非
連
続
感
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
離
人
症
患
者
は
、「
私
の
自
分
と
い

う
も
の
も
時
間
と
い
っ
し
ょ
で
、
瞬
間
ご
と
に
違
っ
た
自
分
が
、
何
の
規
則
も
な
く

て
ん
で
ば
ら
ば
ら
に
出
て
は
消
え
て
し
ま
う
だ
け
で
、
今
の
自
分
と
前
の
自
分
と
の

間
に
何
の
つ
な
が
り
も
な
い
」（K

1, 134
）と
語
る
。
こ
こ
で
失
わ
れ
て
い
る
自
己
は
、

た
だ
単
に
（
形
式
的
に
）
連
続
し
て
い
る
自
己
で
は
な
く
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
実

感
を
も
っ
て
現
れ
る
自
己
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
自
己
は
、
把
持
に
よ
っ
て
形
式
的
に
統
一
さ
れ
た
自
己
で

は
な
く
、
抵
抗
を
被
っ
た
努
力
の
感
情
と
し
て
自
己
自
身
に
感
受
さ
れ
た
自
己
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
経
験
的
な
時
間
・
空
間
も
、
諸
感
覚
と
同

様
、
や
は
り
あ
る
種
の
抵
抗
を
伴
っ
て
現
れ
る
と
言
え
よ
う
。
時
間
・
空
間
的
な
遠

さ
・
近
さ
は
、
努
力
の
達
成
に
対
す
る
抵
抗
の
度
合
い
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

時
間
・
空
間
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
抱
く
現
実
感
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
努
力
に
対
す

る
抵
抗
感
で
あ
り
、
そ
れ
と
一
体
に
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
努
力
の
感
情
と
し
て
の
自

己
の
現
実
感
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
こ
に
同
時
に
感
じ
ら
れ
る
連
続
性
・

同
一
性
と
は
、
ア
ン
リ
が
言
う
よ
う
に
、「
可
能
力
」
と
し
て
の
努
力
に
対
し
て
決
し

て
抵
抗
が
不
在
で
は
な
い
と
い
う
連
続
性
、
そ
し
て
、
こ
の
努
力
が
絶
え
ず
自
己
に

感
受
さ
れ
、
自
己
に
到
来
し
て
い
る
と
い
う
連
続
性
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ

き
で
あ
ろ
う
（C

f. P
P

C
. 103

）。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
離
人
症
の
症
例
分
析
に
基
づ
い
た
、
木
村
に
よ
る
自
己
、
事

物
、
時
間
・
空
間
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
議
論
を
（
ア
ン
リ
の
視
点
を
介
し
て
）
解
釈

し
て
き
た
が
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
木
村
は
、
離
人
症
に
特

有
の
現
象
を
〈
感
覚
的
・
知
覚
的
（
対
象
化
・
客
観
化
さ
れ
た
）
現
実
性
〉
と
〈
あ
り

あ
り
と
し
た
現
実
感
〉
の
乖
離
、
お
よ
び
、
経
験
か
ら
の
後
者
の
喪
失
の
う
ち
に
認

め
て
い
る
。
そ
し
て
、
木
村
は
、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
き
た
、
こ
の
現
実
性
と
現

実
感
を
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
名
づ
け
、
明
確
に
区
別
し

て
い
る
の
で
あ
る
（K

7, 304 sqq.

）。
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
、
健
常

者
の
経
験
に
お
い
て
は
、
渾
然
一
体
と
な
り
、
両
者
が
一
つ
に
な
っ
て
日
常
的
な
経

験
を
形
成
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
二
つ
の
「
現
実
」
が
明
確
に
切
り
離
さ
れ
て
現

れ
て
く
る
こ
と
は
な
い
が
、
木
村
は
、
離
人
症
と
い
う
症
例
の
分
析
を
通
し
て
、
こ

の
日
常
的
な
自
明
性
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
え
よ
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、

そ
れ
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
隔
た
り
を
置
い
て
前
に
立
て
ら

れ
て
、
知
の
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（K

7, 305

）、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
と
は
、
生
き
る
行
為
に
密
着
し
て
現
れ
、
そ
の
生
が
向
か
う
方
向
を
絶
え
ず
示

し
て
お
り
、
け
っ
し
て
完
全
に
で
き
上
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
生
成
そ
の
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
（K

7, 306

）。

木
村
が
、『
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
と
題
さ
れ
た
論
文
に
お
い
て
、

右
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
と
き
、
主
に
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

お
よ
び
ド
ゥ
ル
ー
ズ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
の
区
別
を
、
ア
ン
リ
に
お
け
る
「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
「
生
が
現
れ

る
こ
と
」
の
区
別
と
し
て
解
釈
し
た
い
と
思
う
。
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
可
視
性
の
地

平
、
時
間
地
平
の
中
で
、
隔
た
り
を
前
提
に
し
て
現
れ
る
諸
対
象
の
現
実
性
で
あ
り
、

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
生
の
自
己
感
受
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
、
努
力
の
感
情

の
な
か
で
、
抵
抗
と
し
て
、
手
ご
た
え
と
し
て
、
あ
り
あ
り
と
与
え
ら
れ
て
く
る
現

実
性
だ
と
言
え
る
。
ア
ン
リ
は
、
後
者
を
「
実
在
性
」、「
実
質
性
」
な
ど
と
呼
ぶ
が
、

こ
れ
は
、
木
村
が
「
こ
と
」
と
呼
び
、「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
と
呼
ぶ
も
の
に
対
応

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ア
ン
リ
は
、
生
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
通
し
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て
、木
村
が
離
人
症
の
症
例
分
析
を
通
し
て
見
い
だ
し
た
の
と
同
様
、こ
の
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
を
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
の
本
質
を
な
す
も
の
と
し
て
見
い
だ
し
、
さ

ら
に
、
こ
う
し
た
経
験
の
存
在
論
的
、
現
象
学
的
可
能
性
を
「
生
」
の
う
ち
に
、「
生

が
現
れ
る
こ
と
」
の
う
ち
に
見
い
だ
し
た
と
言
え
よ
う
。

後
期
の
ア
ン
リ
は
、
こ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
対
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
生
に

対
す
る
外
的
な
知
覚
や
表
象
に
よ
っ
て
現
れ
る
仮
象
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し

た
が
、
こ
の
解
釈
は
木
村
に
も
共
通
し
て
い
る
。
木
村
に
と
っ
て
も
「
世
界
が
現
れ

る
こ
と
」
の
う
ち
で
生
じ
る
諸
対
象
の
客
観
的
な
現
実
性
は
「
存
在
論
的
な
錯
覚
」

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
（K

6, 101
）。
真
の
現
実
性
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
経
験
の

真
理
を
な
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
現
実
感
、
抵
抗
感
で
あ
り
、
ア
ン
リ
も
木
村

も
、
と
も
に
現
実
感
、
抵
抗
感
の
根
拠
を
生
の
う
ち
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る⑤
。

で
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
経
験
の
中
か

ら
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
だ
け
が
失
わ
れ
る
と
い
う
事
態
は
い
か
に
し
て
生
じ
う
る

の
だ
ろ
う
か
。
木
村
に
よ
れ
ば
、
現
実
感
、
抵
抗
感
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
、
わ
れ

わ
れ
の
存
在
の
証
し
を
な
す
も
の
で
あ
る
（Ibid
.

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
の
中
で
は
、
自
己
の
現
実
性
が
世
界
の
現
実
性
と
一
つ
に
な
っ
て
与
え
ら
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
、
経
験
が
あ
る
人
に
と
っ
て
堪
え

難
い
苦
痛
を
伴
っ
て
現
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
そ
う
し
た
事
態
に
直
面
し
た

と
き
、
人
は
自
己
の
生
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
生
の
努
力
そ
の
も
の

を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
堪
え
難
い
世
界
の
現
実
感
を
消
し
去
ろ
う
と
す

る
の
で
あ
り
、そ
れ
が
離
人
症
の
症
状
だ
と
さ
れ
る
（Ibid

. / K
1, 145

）。
ア
ン
リ
は
、

生
が
絶
え
ず
自
己
を
被
る
な
か
で
、
自
己
の
重
み
に
絶
え
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
こ
か

ら
逃
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
の
発
生
を
見
い
だ
し
て
い
た
。

離
人
症
と
「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
は
決
し
て
同
じ
事
態
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
、
両
者
が
持
つ
存
在
論
的
意
味
の
う
ち
に
、
何
ら
か
の
類
縁
性
を
透

か
し
見
る
こ
と
も
全
く
の
見
当
違
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る⑥
。

結
び

こ
こ
ま
で
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
の
特
徴
を
、
木
村
に
よ
る
離
人
症
分
析

や
離
人
症
論
に
対
応
さ
せ
つ
つ
論
じ
て
き
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
、
決
し
て
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
か
ら
出
発
し
て
離
人
症
と
い
う
症
状
を
説

明
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
関
係
は
逆
で
あ
り
、
離
人
症
と
い
う

症
状
や
、
木
村
の
離
人
症
論
か
ら
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
を
照
ら
し
出
す
こ
と

で
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
が
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
を
明
瞭
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
が

解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
は
一
つ
で
は
な
い
し
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
多
様
な
解

釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
木
村
の
離
人
症
論
か
ら
ア

ン
リ
の
議
論
を
再
考
す
る
こ
と
で
、
ア
ン
リ
の
「
生
の
現
象
学
」
を
「
現
実
感
の
現

象
学
」と
し
て
解
釈
す
る
可
能
性
を
提
示
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
現
象
学
が
、

そ
の
考
察
の
基
本
に
置
い
て
き
た
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
が
あ
る
秩
序
を

持
っ
て
現
出
す
る
可
能
性
、
経
験
の
論
理
的
構
造
の
可
能
性
、
あ
る
い
は
、
諸
対
象

が
知
性
に
よ
っ
て
認
知
し
う
る
こ
と
の
可
能
性
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
言
い
換
え

れ
ば
、
知
解
可
能
性
（in

telligibilité

）
の
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
こ
そ
が
歴
史
的
現

象
学
に
と
っ
て
の
主
眼
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ン
リ
は
、
決
し

て
知
解
可
能
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
論
理
的
形
式
や
秩
序
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
の

で
も
な
い
「
現
実
感
」、「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
経
験
の
本
質
と
し
て
理
解
し
、

こ
う
し
た
経
験
の
本
質
の
存
在
論
的
な
可
能
性
を
「
生
」
の
う
ち
に
求
め
た
と
言
え

よ
う
。
ア
ン
リ
は
、
歴
史
的
現
象
学
が
見
落
と
し
て
き
た
経
験
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
、
木
村
が
離
人
症
の
考
察
を
通
し
て
見
い
だ
し
た
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
、
わ

れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
の
基
盤
に
認
め
、
わ
れ
わ
れ
の
「
生
」
の
う
ち
に
、
こ
の
ア

ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
生
成
を
可
能
に
す
る
存
在
論
的
構
造
を
認
め
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
よ
う
。
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文
中
略
号
：

IN
C

 : M
ich

el H
en

ry, In
carn

ation
, U

n
e ph

ilosoph
ie d

e la ch
air, S

eu
il, 

2000.
E

U
 : E

dm
u

n
d H

u
sserl, "E

rfah
ru

n
g u

n
d U

rteil", F
elix M

ein
er, 1985.

G
P

 : M
ich

el H
en

ry, G
én

éalogie d
e la psych

an
alyse, L

e com
m

en
cem

en
t 

perd
u

. P.U
.F., 1985.

P
P

C
 : M

ich
el H

en
ry, P

h
ilosoph

ie et P
h

én
om

én
ologie d

u
 corps, P.U

.F., 

1965.
V

IV
 : M

ich
el H

en
ry, V

oir l'in
visible, S

u
r K

an
d

in
sky. F

ran
çois B

ou
rin

, 

1988.
K

 : 

木
村
敏
、『
木
村
敏
著
作
集
』、
弘
文
堂
（
巻
数
を
数
字
で
表
す
。）

注①　
「
歴
史
的
現
象
学
」
は
、
そ
の
更
な
る
展
開
の
過
程
に
お
い
て
、
存
在
の
可
能
性
を

人
間
存
在
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
間
存
在
を
も
事
物
の
存
在
を
も
包
括
す

る
よ
う
な
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
の
生
成
的
運
動
と
し
て
理
解
し
て
い
く
道
を
た
ど
る
。

ケ
ー
レ
以
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
後
期
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、ま
さ
に
そ
う
し
た
方
向

で
思
索
を
展
開
し
た
と
言
え
よ
う
。こ
う
し
た
存
在
論
的
思
想
の
特
徴
を
簡
潔
に
ま
と

め
あ
げ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
指
摘
で
き
る
の
は
、
こ

う
し
た
存
在
論
的
思
想
が
、世
界
地
平
の
う
ち
で
の
存
在
者
の
現
出
と
い
う
存
在
の
本

質
的
構
造
を
前
提
と
し
て
残
し
た
ま
ま
、
そ
う
し
た
構
造
の
根
源
的
本
質
、
そ
う
し
た

構
造
の
根
源
的
可
能
性
を
、生
成
と
し
て
の
〈
存
在
〉
概
念
の
う
ち
に
探
究
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
思
想
は
、
時
間
性
と
い
う
差
異
化
の
運

動
そ
の
も
の
を
い
っ
さ
い
の
現
象
の
原
理
と
し
て
前
提
し
て
、こ
の
時
間
的
差
異
化
の

究
極
的
な
可
能
性
を
〈
存
在
〉
概
念
の
う
ち
に
探
究
し
た
と
言
え
よ
う
。

②　

C
f. M

ich
el H

en
ry, L

'essen
ce d

e la m
a

n
ifesta

tion
, P.U

.F., 1963, 
In

trodu
ction

, et P
h

ilosoph
ie et ph

én
om

én
ologie d

u
 corps, P.U

.F., 1965, 
In

trodu
ction

.

③　

た
だ
し
、ア
ン
リ
自
身
が
「
共
通
感
覚
」
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。

④　
「
脱
実
在
化
」
と
訳
し
たdéréalisation

と
い
う
言
葉
は
、後
に
検
討
す
る
離
人
症

（déperson
n

alisation

）
が
、
自
己
の
現
実
感
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
諸
事
物
の
現

実
感
を
も
喪
失
す
る
症
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
後
者
の
症
状
を
表
現
す
る
た
め
に

使
用
さ
れ
た
言
葉
で
も
あ
る
（K

1, 127 / K
5, 284

）。

⑤　

ア
ン
リ
と
木
村
に
お
け
る
「
生
（
生
命
）」
の
理
解
に
は
、
共
通
性
だ
け
で
な
く
、

相
違
点
も
認
め
ら
れ
る
。
木
村
が
「
生
（
生
命
）」
を
、
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
や
ベ
ル

ク
ソ
ン
な
ど
に
依
拠
し
つ
つ
、き
わ
め
て
生
物
学
的
色
合
い
の
濃
い
概
念
と
し
て
使
用

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
ン
リ
は
「
生
（
生
命
）」
と
い
う
概
念
か
ら
い
っ
さ
い
の

生
物
学
的
な
色
合
い
を
排
除
し
た
形
で
理
解
し
て
い
る
。

⑥　

当
然
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
は
存
在
論
的
な
概
念
で
あ
り
、
精
神
病
理
学
的
な

症
状
と
し
て
の
「
離
人
症
」
と
直
接
の
関
係
は
な
い
。
ま
た
、ア
ン
リ
に
お
い
て
「
世

界
が
現
れ
る
こ
と
」
は
、
存
在
論
的
な
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
倫
理
的
な
価
値
づ
け

を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
端
的
に
言
え
ば
、「
生
が
現
れ
る
こ
と
」
が
「
救
済
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
は
「
罪
」
に
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、「
世
界
が
現
れ
る
こ
と
」
と
「
離
人
症
」

の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
に
は
相
当
の
慎
重
さ
と
留
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
付
言
し

て
お
き
た
い
。

（
佐
世
保
工
業
高
等
専
門
学
校
准
教
授
）


