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批
評
》

わ
れ
わ
れ
、
無
限
の
分
有

─
バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト
に
お
け
る
集
合
的
主
体
化
の
一
側
面

松
本

潤
一
郎

M
ATSU

M
O

TO
,Jun-ichiro

ぼ
く
に
墓
石
は
必
要
な
い
が
／
ぼ
く
の
か
わ
り
に
一
つ
／
そ
れ
が
き
み
ら
に
必
要
な
ら
ば
／
そ
れ
に
こ
う
記
し
て

く
れ
／

―
提
案
し
た
る
は
彼
に
し
て
／
採
用
し
た
る
は
我
ら
な
り

―
か
く
記
す
こ
と
に
よ
り
／

名
誉
を
受

け
る
は
／
き
み
ら
と
ぼ
く
の
全
員
で
あ
ろ
う

―
ブ
レ
ヒ
ト
「
ぼ
く
に
墓
石
は
必
要
な
い
が
」

こ
の
ブ
リ
キ
の
棺
桶
の
中
／
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
一
個
の
死
人
／
と
い
う
よ
り
足
と
頭
だ
け
だ
／
い
や
、
そ
れ
も

あ
り
は
し
な
い
／
無
だ
彼
は
、
な
に
し
ろ
／
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
と
い
う
や
つ
だ
っ
た

―
ブ
レ
ヒ
ト
「
ブ
リ
キ
の
棺
桶
で
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
を
埋
葬
」

ぼ
く
た
ち
は
き
み
ら
に
語
っ
た
、
／
無
名
の
兵
士
が
虐
殺
さ
れ
て
死
に
／
そ
の
顔
が
潰
さ
れ
て
見
分
け
が
つ
か
な

く
さ
れ
た
こ
と
を
／
そ
の
う
え
、
彼
を
こ
ろ
し
た
者
ら
が
骨
折
っ
て
／
か
れ
を
よ
み
が
え
ら
せ
ま
い
と
し
て
い
る

こ
と
を
／
そ
れ
は
す
べ
て
ほ
ん
と
う
だ
。
け
れ
ど
も
／
か
れ
が
よ
み
が
え
る
こ
と
は
な
い
。

―
ブ
レ
ヒ
ト
「
凱
旋
門
の
下
の
無
名
戦
士
に
つ
い
て
の
第
二
の
詩
」

【
神
と
人
間
】

ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
は
『
世
紀
』
結
論
部
で
、「
神
の
死
」
以
降
の
政
治
的
ア
レ
ン

ジ
メ
ン
ト
の
再
編
制
を
、
サ
ル
ト
ル
の
思
考
と
フ
ー
コ
ー
の
思
考
の
離
接
的
綜
合
と

捉
え
て
い
る

。
「
神
」
の
死
後
、
サ
ル
ト
ル
は
「
人
間
」
が
生
き
残
る
と
見
做
し
、

(1)

フ
ー
コ
ー
は
「
人
間
」
も
消
滅
す
る
と
見
做
し
た
。
従
来
、
双
方
は
対
立

―
人
間

主
義
／
構
造
主
義
と
い
っ
た

―
す
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
フ
ロ
ー
ラ
ン
ス
・

ケ
マ
ッ
ク
ス
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
バ
デ
ィ
ウ
に
お
い
て
、
二
つ
の
思
考
は
相
容
れ

2



3 われわれ、無限の分有

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
並
存
し
て
お
り
、
対
立
線
は
両
者
の
間
に
で
は
な
く
、
む
し

ろ
両
者
と
「
動
物
化
し
た
人
間
」
と
の
間
に
引
か
れ
る

。
(2)

私
は
こ
こ
で
、「
人
間
」
と
「
神
」
の
新
た
な
関
係
に
つ
い
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
を
論
ず

る
バ
デ
ィ
ウ
が
呈
示
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
し
て
、
考
察
し
て
み

た
い
。
そ
の
途
上
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ナ
ン
シ
ー
、
デ
リ
ダ
ら
の
議
論
を
経
由
し
て
、
最

後
に
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
人
称
代
名
詞
論
を
導
入
し
つ
つ
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の

意
義
を
規
定
す
る
。

【
神
の
死
】

先
ず
「
神
の
死
」
に
つ
い
て
最
小
限
の
説
明
を
し
て
お
く
。
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の

言
葉
で
あ
る

。
ニ
ー
チ
ェ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
的
に
考
察
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と

(3)

っ
て
、
現
世
に
お
い
て
苦
し
む
貧
者
や
病
者
・
無
力
な
者
た
ち
を
現
世
で
は
な
く
天

国
に
お
い
て
救
済
す
る
と
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
こ
れ
ら
の
弱
者
に
よ
る
強

者
へ
の
嫉
妬
・
憎
悪
・
怨
恨
な
ど
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
負
の
力
を
糧
と
し
て
キ

リ
ス
ト
教
は
支
持
層
を
広
げ
て
い
っ
た
。
こ
の
場
合
、
「
神
」
は
そ
の
全
知
全
能
と
永

遠
性
ゆ
え
に
、
過
去
か
ら
現
在
さ
ら
に
は
未
来
に
い
た
る
全
て
の
弱
者
の
苦
し
み
を

知
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
誰
に
も
気
づ
か
れ
ぬ
苦
し
み
も
、「
神
」
だ
け
は
気
づ

い
て
い
る
と
。

こ
の
想
定
が
硬
直
す
る
と
、
人
間
の
全
生
涯
は
予
め
決
定
さ
れ
て
お
り
、
永
久
に

変
え
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う
虚
無
的
状
態
（
ニ
ヒ
リ
ス
ム
）
に
陥
る
。
弱
者
を
救
済

す
る
と
称
し
つ
つ
、
じ
つ
は
他
な
ら
ぬ
神
が
、
永
遠
に
そ
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
人

間
に
強
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
弱
者
の
負
の
力
を
生
産
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神
は
死
ん
だ
」
と
述
べ
た
の
だ
。
だ
が
そ
れ
は

単
な
る
無
神
論
を
意
味
し
な
い
。
そ
も
そ
も
「
弱
者
／
強
者
」
と
い
う
区
分
（
比
較

に
基
づ
く
価
値
の
生
産
）
を
な
ぜ
人
間
は
産
出
し
て
し
ま
う
の
か
、
そ
の
仕
組
み
を

理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
真
の
意
味
で
の
救
済
へ
の
一
歩
で
あ
る
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
と
は
言
え
「
弱
者
／
強
者
」
と
い
う
区
分
を
生
み
出
す

社
会
的
・
経
済
的
階
級
構
造
の
変
革
と
い
っ
た
視
点
は
な
い
）。
と
い
う
の
も
ニ
ー
チ

ェ
は
人
び
と
が
み
ず
か
ら
の
運
命
を
、
そ
れ
を
課
し
た
神
も
ろ
と
も
否
定
せ
よ
と
は

言
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
そ
こ
に
ニ
ヒ
リ
ス
ム
が
生
じ
る
）
。
む
し
ろ
彼
は
「
己

の
運
命
を
愛
せ
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
弱
い
面
も
強
い
面
も
含
む
多
様
で
矛
盾

に
満
ち
た
自
己
を
大
ら
か
に
受
け
容
れ
、
他
と
の
比
較
に
お
い
て
価
値
を
構
成
す
る

の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
生
に
即
し
て
己
の
価
値
を
各
自
が
創
造
す
れ
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
だ
。
以
上
が
「
神
の
死
」
の
主
要
な
意
味
の
一
つ

で
あ
る
。

【
内
在
的
無
限
】

す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
神
の
死
」
は
、
他
と
の
比

較
や
他
へ
の
憎
悪
か
ら
己
の
生
そ
し
て
価
値
（
観
）
を
構
成
し
て
き
た
と
い
う
意
味

に
お
け
る
旧
来
の
「
人
間
」
の
消
滅
を
伴
う
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る

人
間
（
実
存
）
主
義
と
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
人
間
の
消
滅
と
は
、
人
間
と
呼
ば
れ
て

き
た
も
の
の
新
た
な
形
態
（
超
人
？
）
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
同

じ
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
属
し
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
「
動
物
化
し
た
人
間
」
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
で
言
え
ば
ニ
ヒ
リ

ス
ム
の
極
端
な
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
旧
来
の
人
間
の
側
に
属
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
境
界
線
は
サ
ル
ト
ル
と
フ
ー
コ
ー
の
間
に
で
は
な
く
、
人
間
に
お
け
る

新
／
旧
の
間
に
引
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
と
フ
ー
コ
ー
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
「
人
間
」
と
呼
ぶ
か
否

か
と
い
う
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
と
も
あ
れ
、
従
来
「
神
」
と
の
関
係
に
お
い
て
規

定
さ
れ
て
い
た
「
人
間
」
を
、
何
ら
か
の
本
質
を
予
め
備
え
た
所
与
の
存
在
と
し
て
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で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
何
事
か
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
の
問
題
は
、
「
神
」
の
属
性
（
本
質
）
と
さ
れ
る
無
限
（
全
能
と
永
遠
）
を

脱
属
性
（
本
質
）
化
し
、
有
限
（
無
力
に
し
て
可
滅
的
）
な
人
間
に
お
い
て
こ
の
無

限
が
現
働
化
す
る
条
件
を
探
り
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
「
人
間
」
も
ま
た
み

ず
か
ら
の
有
限
性
と
い
う
属
性
（
本
質
）
を
抜
け
だ
し
、
新
た
な
「
人
間
」
へ
と
生

成
変
化
し
う
る
。

サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
人
間
に
は
所
与
と
し
て
の
「
本
質
」
は
な
く
、
た
だ
存
在
（
「
実

存
」
）
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
が
あ
る
。
そ
の
た
め
人
間
は
み
ず
か
ら
の
措
か
れ

た
状
況
や
歴
史
の
中
に
み
ず
か
ら
を
「
投
企engagem

ent

」
す
る
こ
と
に
お
い
て
の

み
自
己
を
存
立
さ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
「
投
企
」
は
「
無
益
な
受
難
／
情
念passion

」

に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
歴
史
に
立
ち
向
か
う
英
雄
と
し
て
の
「
人
間
」
と
い
う
像

が
、
依
然
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

フ
ー
コ
ー
の
場
合
、
人
間
は
言
説
的
編
制
の
突
然
変
異
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
生
産

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
編
制
が
配
備
す
る
認
識
論
的
布
置
と
い
う
制
限
の
中
で

し
か
何
か
を
考
え
、
話
し
、
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
制
限
が
「
人
間
」
の
本

質
（
属
性
）
を
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
布
置
が
条
件
づ
け
る
限
定
と
は
別
の

仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
き
、
も
は
や
そ
の
思
考
の
担
い
手
を
（
従

来
の
意
味
で
の
）「
人
間
」
と
は
呼
べ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
名
づ
け
え
ぬ
何
か
の
出

現
、
有
限
性
を
離
脱
す
る
無
名
ま
た
は
非
人
称
の
経
験
で
あ
る
。

そ
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
サ
ル
ト
ル
と
フ
ー
コ
ー
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
共
通
の
問
題
は
、
超
越
的
無
限
（
神
）
／
内
在
的
有
限
（
人
間
）
と
い
う
区

分
を
横
断
す
る
脱
属
性
（
本
質
）
化
に
あ
る
。

バ
デ
ィ
ウ
自
身
は
、
こ
の
無
限
／
有
限
の
相
互
横
断
を
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
戯
曲
『
処

置
』
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
形
象
や
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

ー
』
に
お
け
る
反
復
的
実
無
限
の
考
察
な
ど
に
見
て
と
る
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
「
動

物
化
し
た
人
間
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
「
認
識
論
的
布
置
」
の
現
状
を
抜
け
だ
す
こ

と
で
あ
り
、
現
状
の
変
革
に
向
け
た
人
び
と
の
集
合
的
・
協
働
的
な
「
投
企
」
の
様

相
を
描
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
」
と
言
う
と
、
一
九
八
〇
年
代
に
ナ
ン
シ
ー
と
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
一
九

九
〇
年
代
に
ア
ガ
ン
ベ
ン
と
リ
ン
ギ
ス
、
さ
ら
に
数
年
前
話
題
に
な
っ
た
サ
ン
デ
ル

が
論
じ
た
一
連
の
共
同
体
論
を
想
起
さ
せ
る

。
し
か
し
バ
デ
ィ
ウ
は
サ
ン
デ
ル
的
な

(4)

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
で
は
な
い
。
バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の
源
泉

は
、
マ
ル
ク
ス
か
ら
レ
ー
ニ
ン
を
経
て
毛
沢
東
に
い
た
る
政
治
的
「
党
」
に
あ
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ス
ム
の
今
日
に
お
け
る
更
新
が
そ
こ
で
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ム
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
想

定
す
る
共
同
体
が
、
地
域
・
民
族
・
文
化
・
伝
統
・
慣
習
な
ど
、
何
ら
か
の
属
性
（
本

質
）
を
共
有
す
る
構
成
員
か
ら
成
る
の
と
は
逆
に
、
マ
ル
ク
ス
が
「
何
も
持
っ
て
い

な
い
／
無
を
し
か
持
た
な
い
」
と
規
定
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
と
同
様
、
何
ら
か
の
属

性
（
本
質
）
の
下
に
構
成
さ
れ
る
集
合
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸
々
の
属
性
（
本
質
）

を
横
断
し
て
出
現
す
る
、
内
在
的
無
限
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る

。
(5)

ナ
ン
シ
ー
や
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
リ
ン
ギ
ス
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
論
じ
る
共
同
体
も
ま
た
、

確
か
に
属
性
（
本
質
）
を
共
有
す
る
共
同
体
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
何
も

共
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
共
有
す
る
逆
説
的
な
共
同
体
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
共
同
体
を
構
成
す
る
、
共
有
さ
れ
ざ
る
共
有
と
し
て
の
絆
は
「
死
」、
す
な
わ
ち
有

限
性
の
共
有
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
他
者
の
／
と
い
う
死
を
看
取
る
者
た
ち
の
葬
儀
的

共
同
体
で
あ
る
。

こ
の
共
同
体
論
は
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
現
在
を
生
き
る
人
び
と
の
政
治

的
行
為
に
直
接
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
政
治
を
回
避
す
る
た
め
の
口
実
ま

た
は
不
在
証
明
と
し
て
「
死
」
が
参
照
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、



5 われわれ、無限の分有

人
間
は
孤
独
に
で
あ
れ
悲
惨
に
で
あ
れ
看
取
ら
れ
な
が
れ
で
あ
れ
死
ん
で
ゆ
く
の
だ

か
ら
、
こ
れ
ら
の
共
同
体
論
は
、
今
日
の
状
況
か
ら
見
れ
ば
、
「
動
物
化
し
た
人
間
」

ま
た
は
ニ
ヒ
リ
ス
ム
を
正
当
化
す
る
た
め
に
為
さ
れ
た
議
論
だ
と
も
言
え
る
。
そ
の

点
で
バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
異
質
で
あ
る
。

【
神
と
人
間
の
共
謀
】

バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト
的
「
わ
れ
わ
れ
」
を
考
察
す
る
前
に
、
ナ
ン
シ
ー
の
デ
リ

ダ
を
論
じ
た
「
神
的
な
ウ
ィ
ン
ク
に
つ
い
て
」
を
経
由
し
て
、
神
と
人
間
の
共
謀
に

つ
い
て
考
え
て
み
る

。
(6)

先
ず
ナ
ン
シ
ー
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
の
死
」
を
意
識
し
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

「
最
後
の
神
」
に
つ
い
て
の
言
及

―
「
み
ず
か
ら
の
本
質
現
成
を
、
最
後
の
神
は

合
図
〔signe

〕
の
う
ち
に(im

W
ink)

も
ち
、
既
在
の
神
々
の
到
来
お
よ
び
出
奔
の
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
神
々
に
覆
蔵
さ
れ
た
変
容
の
、
突
発
的
出
現
〔
接
近
〕
と
欠
在
〔
不

在
〕(dem

Anfall
und

Ausbleib
der

Ankunft)

の
う
ち
に
も
つ
」

―
を
取
り
上

(7)

げ
、
神
の
顕
現
と
退
隠
が
同
時
に
起
こ
る
事
態
を
「
目
配
せ=
瞬
き
」
ま
た
は
「
ウ

ィ
ン
ク
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
る
。
そ
こ
で
神
は
人
間
に
向
け
て
言
葉
を
発
す
る
こ

と
な
く
、
た
だ
「
目
配
せ=

瞬
き
」
を
す
る
。
こ
の
開
く
と
同
時
に
閉
じ
る
神
の
眼

（
神
に
眼
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
）
の
動
き
を
、
人
間
が
神
の
顕
現
（
即
退
隠
）
の

「
サ
イ
ンsigne

」
と
解
す
る
限
り
で
、
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
へ
と
翻
訳
す
る
限
り
で
、

神
と
人
間
の
間
に
は
暗
黙
の
共
謀
が
成
立
し
て
い
る
と
ナ
ン
シ
ー
は
考
え
る
。
す
な

わ
ち
「
瞬
き
」
に
お
い
て
、
眼
が
言
葉
と
不
可
識
別
化
し
て
、
記
号
を
送
／
贈
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
眼
と
言
葉
の
連
係
ま
た
は
係
累
に
、
神
（
秘
）
的
経
験
は
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
瞬
き
を
翻
訳
し
て
善
／
良
／
義
い
の
か
、
神
的
な
も
の
の
顕
現
（
即
退
隠
）
と

見
做
し
て
善
／
良
／
義
い
の
か
、
言
わ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
ま
た
は
見
ら
れ
た
こ
と

を
言
葉
に
し
て
し
ま
っ
て
善
／
良
／
義
い
の
か
、
こ
れ
ら
一
連
の
「
許
可
（
善
／
良

／
義
）
」
が
神
と
人
間
の
間
で
黙
約
さ
れ
て
い
る
限
り
、
こ
の
事
態
を
「
共
謀
」
と
呼

ば
ざ
る
を
え
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
と
言
葉
の
共
犯
関
係
は
、
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
の
思
考

に
も
看
取
さ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
永
遠
回
帰
」
と
い
う
（
悪
）
循
環
に
係

わ
っ
て
い
る
が
、
今
は
指
摘
の
み
に
留
め
、
先
に
進
む

。
こ
の
「
神
」
は
、
顕
現
即

(8)

退
隠
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
神
の
死
」
を
予
め
織
り
込
み
済
み
で
あ
る
点
に
も
注
意
さ
れ

た
い
。

ナ
ン
シ
ー
は
こ
の
「
ウ
ィ
ン
ク
」
と
い
う
神
の
出
現
即
消
滅
に
、
デ
リ
ダ
の
い
わ

ゆ
る
「
差
延

différance

」
作
用
を
読
み
込
ん
だ
上
で

、
デ
リ
ダ
『
声
と
現
象
』
に

(9)

お
け
る
「
合
図
と
瞬
き
〔
目
配
せ
〕」
と
題
さ
れ
た
章
の
一
節

―
「
原
印
象
と
過
去

把
持
に
共
通
の
根
源
地
帯
に
お
け
る
今
と
非
‐
今
、
知
覚
と
非
‐
知
覚
の
そ
う
し
た

連
続
性
を
認
め
る
以
上
、Augenblick

〔
瞬
間
〕
の
自
己
同
一
性
の
中
に
他
者
〔
他

オ
ー
ト
ル

な
る
も
の
〕
を
、
つ
ま
り
瞬
間
の
瞬
き
〔
目
配
せ
〕
の
中
に
非
‐
現
前
性
と
非
明
証

、
、
、
、
、

性
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
瞬
き
の
一
瞬
の
持
続
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
眼
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他

性
は
［
…
…
］
現
前
性
の
条
件
で

ア
ル
テ
リ
テ

す
ら
あ
る
」

―
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
「
他
性
」
と
い
う
「
現
前
性
の
条
件
」
が

(10)

差
延
で
あ
る
。
「
神
」
が
「
神
の
死
」
を
つ
ね
に
す
で
に
織
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
、

「
現
前
性
」
は
「
非
‐
現
前
性
」
を
、
眼
を
閉
じ
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
自

己
と
の
距
た
りespacem

ent

な
く
し
て
「
自
己
同
一
性
」
は
存
立
し
な
い
。
イ
メ
ー

ジ
は
一
瞬
遮
断
さ
れ
な
け
れ
ば
以
前
の
自
己
と
連
続
し
え
ず
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
言

葉
が
不
可
識
別
化
す
る
遮
断
「
地
帯
」
に
お
い
て
、
差
延
が
作
用
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
こ
の
分
離
‐
結
合
は
「
自
分
が
話
す
の
を
聴
くs'entendre

parler

」
経

験
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
音
声
と
そ
の
聴
解
の
間
に
差
延
が
介
入
し
て

い
る

。
(11)
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こ
う
し
て
音
声
（
言
葉
）
と
映
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
間
に
は
、
自
己
同
一
性
ま
た

は
本
来
的
な
も
のle

propre

‐
固
有
性la

propriété

の
確
（
画
）
定
に
係
わ
っ
て
、

神
と
人
間
の
間
に
翻
訳
ま
た
は
共
謀
が
成
立
す
る
。
こ
の
翻
訳
‐
共
謀
が
差
延
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
己
同
一
性
の
境
界
線
は
閉
（
綴
）
じ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
差

延
と
い
う
不
可
識
別
性
の
作
用
が
な
け
れ
ば
円
環
は
閉
（
綴
）
じ
ら
れ
な
い
。

【
贈
与
、
負
債
、
正
義
】

差
延
は
繋
辞
（
存
在
）
に
お
け
る
隠
喩
（
翻
訳
ま
た
は
等
置
）
と
し
て
も
作
用
し

て
い
る

。
差
延
と
い
う
分
離
‐
結
合
の
瞬
間
‐
契
機m

om
ent

を
通
し
て
主
体
（
主

(12)

語
）
は
客
体
（
対
象
／
目
的
語
）
を
自
己
と
等
置
し
、
自
己
の
属
性
（
本
質
／
述
辞
）

を
確
（
画
）
定
す
る
か
ら
だ
。
主
語
（
精
確
に
は
「
私
」）
が
述
語
を
繋
辞
（
存
在
）

を
し
て
我
有
化ap-propr-iation

し
、
「
私
は

―
で
あ
る
」
と
い
う
言
表
が
成
立
す

る
。何

か
を
何
か
と
比
較
（
直
喩
）com

paraison

‐
並
置
す
る
場
面
に
お
い
て
は
、
つ

ね
に
す
で
に
本
来
性
（
本
義
）
か
ら
の
派
生
‐
逸
脱
（
転
義
）
す
な
わ
ち
隠
喩
が
作

用
し
て
い
る
。
本
来
性
‐
固
有
性
が
成
立
す
る
に
は
、
そ
の
本
来
性
‐
固
有
性
が
他

者
は
許
よ
り
自
己
に
対
し
て
も
、
す
な
わ
ち
他
者
と
し
て
の
自
己
に
対
し
て
も
承
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
自
己
と
（
他
者
と
し
て
の
）
自
己
の
距
た
り

が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
直
喩
が
成
立
す
る
に
は
直
喩
と
隠
喩
の
比
較
そ
の
も
の

が
つ
ね
に
す
で
に
有
意
味
（
価
値
）
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま

た
隠
喩
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
つ
ね
に
す
で
に
隠
喩
の
隠
喩
と
化
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
が
「
真
理
と
は
磨
耗
し
た
隠
喩
で
あ
る
」

と
述
べ
た
よ
う

(13)

に
、
他
（
者
）
と
の
比
較
に
お
け
る
自
己
の
固
有
性
（
価
値
）
の
確
定
と
い
う
「
人

間
」
の
「
業
」
は
、
予
め
つ
ね
に
す
で
に
言
葉
そ
の
も
の
が
「
汚
染
」
し
て
い
な
け

れ
ば
成
立
し
な
い
。
自
己
の
／
と
い
う
「
掛
け
替
え
の
な
さ
」
は
、
汚
染
さ
れ
た
言

葉
へ
と
み
ず
か
ら
を
譲
渡
‐
疎
外aliénation

し
な
け
れ
ば
獲
得
さ
れ
な
い
。
他
者
に

理
解
さ
れ
な
い
「
掛
け
替
え
の
な
さ
」
は
、
端
的
に
無
意
味
‐
狂
気aliénation

で
あ

る
。「
掛
け
替
え
の
な
さ
」
そ
の
も
の
が
つ
ね
に
す
で
に
「
掛
け
替
え
」
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
、
「
掛
け
替
え
の
な
さ
」
は
成
立
し
な
い
。

（
通
り
す
が
り
に
指
摘
し
て
お
け
ば
、
こ
う
し
て
疎
外
論
は
、
そ
も
そ
も
疎
外
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
本
来
性
へ
と
回
帰
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
疎
外
を
不
要
（
退

隠
）
且
つ
必
要
（
顕
現
）
と
し
て
い
る
。
疎
外
論
は
「
神
」
に
本
来
性
を
託
す
－
譲

渡
す
る
こ
と
で
、
本
来
性
を
贈
与
す
る
「
神
」
を
延
命
（
差
延
？
）
さ
せ
る
の
で
あ

る
。）

「
神
」
の
眼
が
閉
じ
ら
れ
る
瞬
間
、
「
神
」
は
「
人
間
」
に
お
い
て
そ
の
挙
措
が
何

か
を
意
味
す
る
こ
と
を
「
待
ち
受
け
る
‐
待
命
状
態disponibilité

」
に
あ
る

。
そ

(14)

し
て
再
び
眼
が
開
か
れ
る
時
、
「
人
間
」
は
「
意
味
」
と
い
う
自
己
同
一
性
を
「
神
」

に
贈
与
さ
れ
た
と
安
堵
す
る
。
「
神
」
は
「
人
間
」
が
隠
喩
を
介
し
て
み
ず
か
ら
に
意

味
を
贈
与
す
る
瞬
間
‐
契
機
を
、
眼
を
閉
じ
て
見
逃
す
ま
た
は
見
過
ご
す
ふ
り
を
演

じ
、
そ
の
見
返
り
に
「
人
間
」
か
ら
「
神
」
の
「
神
」
た
る
所
以
‐
意
味
を
徴
収
し
、

、

事
後l'après-coup

的
に
み
ず
か
ら
の
永
遠
・
全
知
・
全
能
を
完
成
さ
せ
る
の
だ
。
こ

れ
が
共
謀
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
共
謀
に
お
い
て

発
生
す
る
後
ろ
め
た
さ
や
疚
し
さ
と
い
っ
た
負
（
い
目
）
の
情
念

―
な
ぜ
な
ら
主

、

体
と
対
象
の
こ
の
等
置
（
「
平
等
」
）
を
正
当
（
統
）
化
し
て
く
れ
る
裁
き
の
装
置
は

未
だ
な
い
の
だ
か
ら

―
が
「
正
義
」
の
基
礎
と
な
る
。
デ
リ
ダ
も
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
贈
与
は
そ
れ
が
贈
与
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
瞬
間
、
負
債
に
転
ず
る
か
ら
で

あ
る

―
ゆ
え
に
贈
与
は
「
不
可
能
」
で
あ
り
、
ま
た
「
不
可
能
」
ゆ
え
に
神
的
で

あ
る

―
。
こ
の
隠
喩
の
能
力
‐
贈
与
の
一
撃le

coup
de

don

へ
の
負
債
を
、
「
人

(15)

間
」
は
「
神
」
に
、「
正
義
」
の
執
行
人
と
し
て
、
支
払
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



7 われわれ、無限の分有

。
ナ
ン
シ
ー
は
、
こ
の
点
を
見
過
ご
し
（
た
ふ
り
を
演
じ
）
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

、

(16)る
。

【
わ
れ
わ
れ
】

「
神
」
と
「
人
間
」
の
共
謀
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
『
ト
ー
テ
ム
と
タ

ブ
ー
』
で
論
じ
た
、
快
楽
を
独
占
す
る
父
を
、
快
楽
を
平
等
‐
正
当
（
統
）
に
分
有

partage

す
る
と
い
う
利
害
の
一
致
を
目
指
し
て
、
そ
の
子
ら
が
共
謀
し
て
殺
害
す
る

と
い
う
仮
説
に
も
見
い
だ
さ
れ
る

。
こ
の
場
合
、
彼
ら
は
そ
の
殺
害
と
い
う
起
源
的

(17)

光
景
の
記
憶
（
心
的
外
傷
）
に
拘
束
さ
れ
て
彼
ら
の
犯
し
た
罪
の
疚
し
さ
に
憑
依
さ

れ
続
け
、
転
じ
て
父
を
神
と
し
て
祓
（
払
）
い
且
つ
祀
る
よ
う
に
な
る
。

は
ら

ま

つ

そ
れ
は
ま
た
、「
人
間
」
が
一
人
称
（
私
）
や
二
人
称
（
汝
）
か
ら
離
脱
し
て
、
三

人
称
（
彼
）
さ
ら
に
は
非
人
称
（
そ
れ
）
と
い
う
客
体
（
観
）
化
‐
対
象
（
目
的
）

化
を
可
能
に
す
る
全
能
た
る
「
神
」
ま
た
は
あ
ら
ゆ
る
利
害
に
対
し
て
中
立
的
な
死

者
の
／
と
い
う
不
可
能
な
視
点
を
設
定
し
、
こ
の
視
点
か
ら
「
人
間
」
が
「
人
間
」

（
「
神
」
の
代
理
人
と
し
て
！
）
に
裁
か
れ
る
と
い
う
司
法
制
度
を
整
備
す
る
に
い
た

る
過
程
の
一
部
で
も
あ
る

。
(18)

三
人
称
が
近
代
小
説
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
神
の
視
点
」
か
ら
の
叙
述
機
能
を
担

っ
た
り
、
ま
た
非
人
称
の
〈
そ
れÇa/Il

y
a

〉
が
哲
学
や
精
神
分
析
や
人
類
学
に
お

い
て
「
人
間
」
に
「
存
在
」
を
無
意
識
（
裡
）
に
贈
与
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
事
態

に
は
、
諸
々
の
利
害
か
ら
中
立
的
な
立
場
の
設
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

三
人
称
と
非
人
称
に
つ
い
て
注
釈
を
し
て
お
く
。
言
語
学
者
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は

「
動
詞
に
お
け
る
人
称
関
係
の
構
造
」
で
三
人
称
は
実
質
的
に
は
非
人
称
だ
と
論
じ

た
。
三
人
称
は
一
人
称
（
「
わ
た
し
」
）
や
二
人
称
（
「
あ
な
た
」
）
と
は
異
な
り
、
そ

の
場
に
現
前
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
デ
リ
ダ
な
ら
こ
の

現
前
性
と
い
う
前
提
を
疑
う
だ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト

の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
こ
の
非
人
称
＝
三
人
称
を
、
一
人
称
お
よ
び
二
人
称
の
中
に

畳
み
込
む
（
神
（
無
限
）
と
し
て
の
三
人
称
を
内
在
化
さ
せ
る
）
試
み
で
あ
る
。
現

前
／
非
現
前
と
い
う
区
分
の
或
る
種
の
脱
構
築
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ひ
と
ま

ず
「
神
（
の
死
）
」
を
不
要
且
つ
必
要
と
す
る
「
人
間
」
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
の
方
に

戻
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
諸
々
の
利
害
に
拘
束
さ
れ
た
「
人
間
」
以
外
で
は

な
く
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
負
い
目
か
ら
（
一
時
的
に
）
逃
れ
た
け
れ
ば
、
資
本
主
義
社

会
に
お
い
て
は
司
法
制
度
化
さ
れ
た
「
正
義
」（
そ
れ
は
死
者
‐
神
の
墓
の
上
に
築
か

れ
て
い
る
）
の
裁
き
に
依
拠
せ
ざ
る
を
え
な
い

。
(19)

か
く
し
て
問
題
は
、
「
神
（
の
死
）
」
ま
た
は
「
贈
与
の
一
撃
」
と
い
っ
た
超
越
的

外
部
を
設
定
し
て
本
来
性
‐
固
有
性
を
嚆
矢
と
す
る
諸
利
害
の
一
致
に
安
堵
す
る
と

い
っ
た
「
無
限
」
の
属
性
（
本
質
）
化
に
陥
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
「
無
限
」

を
、
有
限
な
る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
内
在
的
な
ま
ま
引
き
受
け
る
こ

と
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト
の
「
わ
れ

わ
れ
」
の
検
討
に
入
ろ
う
。

『
処
置
』
の
要
点
は
、
共
産
党
と
い
う
政
治
的
党
が
、
党
の
方
針
に
従
わ
ず
党
か

ら
離
脱
し
て
己
の
意
志
を
貫
こ
う
と
す
る
党
員
を
、
党
そ
れ
自
体
を
危
険
に
晒
す
存

在
と
判
断
し
て
処
分
（
殺
害
）
す
る
く
だ
り
に
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」

と
「
私
」
の
関
係
が
問
わ
れ
る
。
バ
デ
ィ
ウ
は
「
党
」
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い

る
。

〔
…
〕
共
産
党
は
〔
…
〕
無
数
の
「
我
」
の
「
我
ら
」
と
し
て
の
凝
集
で
あ
り
、

主
観
‐
主
体
に
お
け
る
そ
の
具
体
化
で
あ
る
〔
…
〕
〈
党
〉
が
「
我
」
と
「
我

ら
」
と
の
分
裂
の
否
定
が
採
る
特
異
な
形
式
を
呈
示
す
る
の
は
、
そ
れ
が
思
想

と
純
粋
意
志
の
凝
縮
だ
か
ら
で
あ
る
（
『
世
紀
』
二
三
五
頁
）
。
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「
わ
れ
わ
れ
」
が
分
裂
し
て
複
数
の
「
わ
れ
」
と
な
る
と
き
「
党
」
は
消
え
る
。

分
裂
を
否
定
す
る
た
め
に
「
党
」
は
分
裂
を
齎
す
「
我
」
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
問
題
は
、
そ
の
と
き
誰
が
「
我
」
を
消
す
の
か
？

で
あ
る
。
無
論
答
え
は
「
党
」

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
処
分
の
役
目
を
担
わ
さ
れ
た
特
定
の
「
党
員
」
（
た
ち
）
で
あ

る
わ
け
だ
が
、
但
し
そ
の
「
処
置
」
は
「
神
」
の
代
理
人
と
し
て
執
行
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
そ
こ
に
（
不
）
正
義
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
の
可
否
は
「
わ

れ
わ
れ
」
の
外
部
の
中
立
的
ま
た
は
神
の
視
点
か
ら
裁
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
わ

れ
わ
れ
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
／
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
に
下
さ
れ
る
。
こ
こ
に

客
観
（
体
）
や
対
象
（
目
的
）
は
措
定
さ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
を
客
体
‐

対
象
（
目
的
）
と
し
た
「
主
観
‐
主
体
」
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
け
が
あ
る
。

こ
こ
に
「
わ
れ
わ
れ
」
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
複
数
の
「
わ
れ
」
の
和
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
」
を
分
裂
さ
せ
る
「
わ
れ
」
は
す
で
に

「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
部
で
は
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
ど
れ
ほ
ど
そ
こ
か
ら
「
わ
れ
」

た
ち
が
消
え
去
っ
て
も
な
お
「
わ
れ
わ
れ
」
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
。
し
た
が
っ
て

「
わ
れ
わ
れ
」
は
不
滅
（
無
限
）
で
あ
り
、
し
か
も
有
限
で
あ
る
各
々
の
「
わ
れ
」

に
内
在
的
で
あ
る
が
ま
ま
に
不
滅
な
の
で
あ
っ
て
、
分
裂
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

そ
も
そ
も
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
の
掟
を
破
る
者
は
す
で
に
「
わ

れ
わ
れ
」
の
一
員
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
こ
の
掟
は
外
部
の
中
立
的
視
点
（
三
人

称
ま
た
は
非
人
称
）
か
ら
課
さ
れ
る
掟
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
は
有
限
の
中
に
内
在
す
る
。
こ
の
掟
を
破
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
破
ら
れ
る
や
否
や
掟
は
す
で
に
な
い
、
あ
る
い
は
掟
の
外
に
出
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
自
分
た
ち
が
遵
守
す
べ
き
法
を
み
ず
か
ら
が
制
定
す
る
と
い
う

循
環
が
あ
り
、
外
部
か
ら
の
視
点
（
「
彼
」
や
「
そ
れ
」
）
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、

こ
こ
で
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
、
三
人
称
ま
た
は
非
人
称
を
一
人
称
と
二
人
称
に
繰

り
込
ん
だ
人
称
で
あ
る

。
こ
う
し
た
循
環
お
よ
び
外
部
の
視
点
の
不
在
に
つ
い
て
バ

(20)

デ
ィ
ウ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

〈
党
〉
は
〔
…
〕
「
我
ら
、
君
、
私
、
君
た
ち
」
で
あ
り
、
〈
党
〉
は
「
君
の
頭

の
中
で
考
え
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
〈
党
〉
は
任
意
の
誰
で
も
と
い
う
資
格

に
お
い
て
「
我
ら
」
な
の
だ
。
〔
…
〕
「
我
」
と
「
我
ら
」
の
政
治
的
結
節
は
融

合
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
互
い
に
離
れ
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
し
か
し
〈
党
〉

は
誰
も
離
れ
な
い
限
り
で
の
み
存
在
す
る
。
〈
党
〉
は
分
裂
さ
れ
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
〔
…
〕
「
我
ら
」
が
〈
党
〉
と
同
様
、
複
数
の
「
我
」
に
よ
っ
て
の
み

形
成
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
構
成
的
な
循
環
性
が
あ
る
。
こ
の
構
成
的

な
循
環
性
は
、
分
裂
の
否
定
が
「
我
ら
」
の
掟
だ
と
し
て
も
、
こ
の
分
裂
の
否

定
が
あ
る
の
は
「
我
ら
」
が
そ
の
掟
を
創
始
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
規
律
と
は
か
か
る
循
環
性
の
名
称
で
あ
り
、

指
令
「
君
は
我
ら
か
ら
離
れ
る
な
」
の
有
り
得
べ
き
効
果
‐
帰
結
に
与
え
ら
れ

た
名
称
で
あ
る
（
『
世
紀
』
二
三
六
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
無
限
が
有
限
に
内
在
的
に
出
現
す
る
「
循
環
」
的
様
態
は
、
ヘ
ー
ゲ

ル
が
「
無
限
」
の
量
（
悪
無
限
）
か
ら
質
（
実
無
限
）
へ
の
移
行
を
、
無
限
の
自
己

へ
の
「
還
帰
」
（
「
自
己
自
身
に
お
け
る
取
り
返
し
」
）
に
見
て
取
っ
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
を
論
じ
た
バ
デ
ィ
ウ
を
引
い
て
お
く
。

〔
…
〕
［
量
の
］
無
限
性
は
そ
れ
自
身
を
超
剋
す
る
行
為
が
再
び
己
へ
還
帰
す

る
と
き
に
〔
…
〕
到
来
す
る
。
〔
…
〕
こ
の
と
き
ま
さ
に
、
無
限
は
量
の
圏
域

を
超
出
し
、
質
的
に
な
る
。
〔
…
〕
無
限
は
有
限
の
質
的
規
定
で
あ
る
。
〔
…
〕

超
出
を
〔
…
〕
そ
の
行
為
‐
現
働
に
お
い
て
把
握
し
、
思
考
す
る
試
み
が
可
能
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で
あ
る
〔
…
〕
。
超
出
行
為
の
「
自
己
自
身
に
お
け
る
取
り
返
し
」
は
、
有
限

の
「
主
観
‐
主
体
に
お
け
る
」
根
柢
、
あ
る
い
は
そ
の
運
動
に
内
在
す
る
現
実

フ

ォ

ン

的
な
無
限
を
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
（
『
世
紀
』
二
八
二
‐
二
八
五
頁
）
。

有
限
で
あ
る
私
た
ち
が
「
わ
れ
わ
れ
」
を
「
循
環
」
的
に
「
構
成
」
す
る
こ
と
は
、「
無

限
」
が
外
部
委
託
さ
れ
た
み
ず
か
ら
を
「
自
己
自
身
に
お
［
い
て
］
取
り
返
［
す
］」

こ
と
で
も
あ
る
。
無
限
は
無
限
で
あ
る
が
ま
ま
に
出
来
す
る
た
め
に
、
む
し
ろ
有
限

な
る
私
た
ち
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
の
三
人
称
ま
た
は
非
人
称
を
内
在
化
さ
せ
た

「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
、
無
限
は
、
属
性
（
本
質
）
化
さ
れ
て
外
部
委
託
さ
れ
る

状
態
を
脱
し
、
脱
内
部
（
内
面
‐
道
徳
‐
精
神m

orale

）
化
し
た
「
行
為
‐
現
働
」

と
し
て
の
「
現
実
的
な
無
限
」
た
る
自
己
を
、
取
り
返
す
の
だ
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
の
現
象
学
』
で
、
自
己
が
感
覚
的
な
自
己
の
存
在
の
確
信
を

一
旦
は
否
定
し
て
、
再
び
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
の
存
在
を
実
現
す

る
と
い
う
あ
の
「
止
揚

Aufhebung

」
の
運
動
を
跡
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て

問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、
自
己
の
存
在
の
現
実
性
を
確
信
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
自
己
が
、
自
己
の
存
在
の
現
実
性
を
非
確
実
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
、
そ

の
時
／
地
点
の
自
己
に
と
っ
て
は
そ
れ
自
体
が
非
合
理
で
あ
り
し
た
が
っ
て
非
現
実

、
、
、
、
、

的
で
あ
る
世
界
と
対
峙
し
つ
つ
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
非
確
実
な
世
界
へ
と
入
り
込
み
、

翻
っ
て
は
そ
の
非
現
実
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
再
び
翻
っ
て
自
己
へ
と
還

帰
し
つ
つ
、
自
己
の
確
実
性
を
（
再
）
肯
定
す
る
‐
取
り
戻
す
と
い
う
、
反
復
と
し

て
の
取
り
戻
し
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
有
限
な
る
自
己
は
ま
さ
し
く
己
の
有

限
性
と
い
う
否
定
を
（
再
）
否
定
す
な
わ
ち
肯
定
‐
受
諾
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
自

、
、
、
、

己
を
取
り
戻
す
そ
の
所
作
を
通
し
て
、
無
限
を
発
止
と
掴
み
取
り
、
世
界
を
非
現
実

性
か
ら
現
実
性
へ
と
移
行
‐
変
革
さ
せ
る
。
後
に
経
由
し
つ
つ
触
れ
る
が
、
こ
の
行

為
は
「
歴
史
」
と
係
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
を
歴
史
化
す
る
実
践
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
」
に
戻
ろ
う
。

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
「
動
詞
に
お
け
る
人
称
関
係
の
構
造
」
で
「
わ
れ
わ
れ
」
を

「
包
括
的
」
な
そ
れ
と
「
排
除
的
」
な
そ
れ
と
に
分
類
し
た
。
前
者
は
「
わ
た
し
＋

あ
な
た
が
た
」
、
後
者
は
「
わ
た
し
＋
か
れ
ら
」
か
ら
成
る
。
「
か
れ
（
ら
）」
に
対
立

す
る
包
括
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
あ
な
た
」
を
明
示
す
る
の
に
対
し
、「
あ
な
た
（
が

た
）」
に
対
立
す
る
排
除
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
わ
た
し
」
を
強
調
す
る
と
述
べ
た

上
で
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
の«

nous
suis

»

（
一
人
称
複
数
代

名
詞
が
一
人
称
単
数
の
動
詞
活
用
を
伴
う
）
や
北
フ
ラ
ン
ス
語
の«

nous,
on

va
»

（
一
人
称
複
数
代
名
詞
が
三
人
称
単
数
代
名
詞
と
並
置
さ
れ
る
）
や«

je
som

m
es

»

（
一
人
称
単
数
代
名
詞
が
一
人
称
複
数
の
動
詞
活
用
を
伴
う
）
と
い
っ
た
変
則
的
語

用
例
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
「
わ
た
し
た
ち
」
に
限
定
さ
れ
な
い
内
包
を
与
え
よ
う
と

す
る
欲
求
と
一
般
化
し
た
「
わ
た
し
」
の
意
図
的
に
曖
昧
化
さ
れ
た
断
定
の
混
淆
表

現
だ
と
述
べ
て
い
る
。

バ
デ
ィ
ウ
／
ブ
レ
ヒ
ト
の
「
わ
れ
わ
れ
」
を
、
こ
の
様
相
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
称
と
い
う
虚
構
的
装
置
の
酷
使
に
よ
っ
て
新
た
な
集
合

を
構
成
す
る
実
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
バ
デ
ィ
ウ
は
、
「
動
物
化
し
た
人
間
」
に
対

し
て
、
「
神
」
と
「
人
間
」
双
方
の
「
消
滅
」
に
お
け
る
政
治
的
な
集
合
性
を
構
想
し

た
の
で
あ
る
。

私
は
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
を
、
ナ
ン
シ
ー
そ
し
て
／
あ
る
い
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ

ン
シ
エ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
て
、
無
限
を
「
分
有
」
す
る
装
置
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

そ
こ
で
は
無
限
が
超
越
的
な
「
神
（
の
死
）」
と
し
て
外
部
へ
排
除
‐
投
射
さ
れ
よ
う

と
す
る
た
び
に
、
有
限
た
る
「
わ
た
し
」
ま
た
は
「
あ
な
た
（
が
た
）」
が
そ
の
動
き

を
牽
制
し
、
無
限
を
内
在
的
な
ま
ま
に
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
、
緊
張
に
満
ち

た
運
動
が
存
立
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
人
間
／
神
（
の
死
）
と
い
う
区
別
は
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デ
フ
ォ
ル
ト
さ
れ
、
「
新
た
な
人
間
」
ま
た
は
「
反
人
間
主
義
」
的
な
何
ご
と
か
が
、

有
限
に
内
在
す
る
無
限
と
し
て
、
確
か
に
生
起
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。
翻
っ
て
み

れ
ば
、
バ
デ
ィ
ウ
の
言
う
「
神
と
人
間
の
共
滅
」
そ
の
も
の
が
「
神
（
の
死
）
」
と
「
人

間
」
を
分
離
‐
結
合
す
る
「
そ
し
て
／
とet

」
と
い
う
離
接
的
綜
合
を
指
し
て
い
た

の
だ
っ
た
。

冒
頭
に
掲
げ
た
詩
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
に
と
っ
て
共
産
主
義
は

―

そ
の
具
体
的
な
政
治
施
策
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

―
無
名
性
に
基
礎
を

置
く
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
だ
っ
た
。
そ
れ
は
無
名
の
人
び
と
の
無
名
で
あ
る
が
ま
ま
に

お
け
る
解
放
で
あ
り
、
誰
か
が
誰
か
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
誰
か
に
代
わ
っ
て
、
ま

た
は
誰
か
の
た
め
に
自
分
の
場
所
や
持
ち
場
を
、
と
き
に
は
生
命
や
そ
の
生
存
の
記

憶
さ
え
を
も
、
贈
与
す
る
行
為
で
あ
る
。
神
か
ら
人
間
へ
で
も
人
間
か
ら
神
へ
で
も

な
く
、
有
限
な
人
間
に
内
在
す
る
無
限
の
有
限
な
人
間
へ
の
自
己
の
贈
与
‐
代
替
行

為
に
お
い
て
、
神
に
も
人
間
に
も
負
債
‐
痕
跡
‐
刻
印
を
記
す
こ
と
な
く
消
滅
し
て

ゆ
く
内
在
的
無
限
が
呈
示
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
こ
の
よ
う
な
脱
属
性
化
お
よ

び
負
債
の
消
滅
の
運
動
で
あ
る
。

【
歴
史
と
無
限
】

そ
し
て
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
脱
属
性
化
の
実
験
は
歴
史
的
な
実
践
で
も
あ

る
。
な
ぜ
か
？

「
わ
れ
わ
れ
」
は
特
定
の
時
間
と
空
間
を
偶
発
的
に
分
有
す
る
人
び

と
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
自
分
た
ち
が
非
意
志
的
に
生
ま
れ
落
ち
た
特

定
の
時
代époque

に
お
け
る
生
産
諸
関
係
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
自
分
た
ち
と
は
異

な
っ
た
、
さ
ら
に
は
対
立
さ
え
す
る
利
害
を
持
っ
た
「
彼
ら
」
と
の
敵
対
関
係
に
お

い
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
父
殺
し
を
敢
行
し
た
子
供
た
ち
さ
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
利
害

を
共
有
し
て
い
る
。
だ
が
フ
ロ
イ
ト
の
思
弁
と
は
異
な
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
み
ず

か
ら
の
先
行
者
を
殺
し
た
り
は
し
な
い
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
は
慥
か
に
フ
ロ

イ
ト
の
所
謂
「
抑
え
つ
け
ら
れ
た
こ
と
の
回
帰
」
と
い
う
反
復
の
相
に
お
い
て
出
現

す
る
の
だ
が
、
但
し
、
疚
し
さ
の
様
態
に
お
い
て
と
は
別
の
仕
方
で
、
こ
の
「
わ
れ

わ
れ
」
に
先
行
す
る
人
び
と
を
回
帰
さ
せ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
存

立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

特
定
の
生
産
諸
関
係
を
生
き
さ
せ
ら
れ
る
‐
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お

い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
受
動
的passif

で
あ
り
受
難passion

を
被
っ
て
も
い
る
。
だ

が
こ
こ
か
ら
「
な
ぜ
（
こ
の
時
代
に
）
生
ま
れ
て
来
た
の
か
」
と
い
っ
た
疎
外
論
へ

と
陥
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
こ
の
受
動
を
み
ず
か
ら
の
運
命
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に

倣
っ
て
積
極
的
に
受
諾
‐
肯
定
す
る
こ
と
を
「
わ
れ
わ
れ
」
は
選
び
採
る
。
「
運
命
へ

の
愛am

or
fati

」
に
お
い
て
逆
に
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
暴
虐
を
揮
う

時
代
を
〈
宙
吊
りépokhé

〉
に
し
、
歴
史
が
新
た
な
方
向
へ
と
舵
を
切
る
可
能
性
を

拓
く
。
す
な
わ
ち
問
題
は
、
先
行
す
る
過
去
の
経
緯
の
延
長
線
上
に
後
続
す
る
未
来

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
阻
み
、
過
去
に
お
け
る
無
数
の
〈
宙
吊
り
〉
の
試
み
と
そ
の

（
挫
折
し
た
）
経
験
の
蓄
積
が
指
し
示
す
別
の
方
向
を
現
在
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」

の
視
点
か
ら
見
つ
け
だ
し
、
決
し
て
現
在
と
連
続
し
て
い
な
い
、
そ
の
意
味
で
決
し

て
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
立
ち
会
え
な
い
で
あ
ろ
う
未
来
へ
と
、
こ
の
過
去
を
こ
の
現

在
に
お
い
て
見
出
し
た
と
い
う
歴
史
的
意
義
を
送
（
贈
）
る
作
業
で
あ
る
。

こ
の
作
業
は
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
る
み
ず
か
ら
の
歴
史
化
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
」

が
も
は
や
生
き
て
は
い
な
い
未
来
に
生
き
る
人
び
と
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
過
去
で

あ
る｢

わ
れ
わ
れ｣

の
現
在
を
発
見
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が｢

わ
れ
わ
れ｣

に
と
っ
て
の
過

去
か
ら
継
受
し
た
歴
史
の
〈
方
向
‐
意
味
‐
感
覚sens

〉
に
他
な
ら
ぬ
「
わ
れ
わ
れ
」

が
そ
の
〈
方
向
‐
意
味
‐
感
覚
〉
を
与
え
た
と
い
う
そ
の
こ
と
の
歴
史
的
意
義
を
、

も
し
か
し
た
ら
贈
与
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
過
去
の
人
び
と
は
「
わ
れ

わ
れ
」
に
お
い
て
／
を
通
し
て
そ
の
意
義
を
承
認
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
翻
っ
て

他
な
ら
ぬ
「
わ
れ
わ
れ
」
が
確
か
に
生
き
て
い
た
と
い
う
意
義
を
贈
与
‐
画
定époque
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す
る
（
可
能
性
が
託
さ
れ
て
い
る
）
の
は
未
来
の
人
び
と
（
に
お
い
て
）
で
あ
っ
て
、

そ
の
意
味
で
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
、
過
去
と
未
来
を
反
転
（
的
に
邂
逅
）
さ
せ
る
時

間
機
械
と
し
て
現
在
に
出
現
す
る
装
置
で
あ
る
。

こ
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
る
自
己
の
歴
史
化
の
試
み
で
あ
り
、
こ
の
歴
史
化
の

作
業
を
通
じ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
過
去
の
無
数
の
〈
宙
吊
り
〉
の
試
み
の
／
と
い
う

遺
産
を
相
続
し
、
こ
の
経
験
の
蓄
積
を
豊
か
な
糧
と
し
て
現
在
を
〈
宙
吊
り
〉
に
し

て
新
た
な
展
望
を
開
こ
う
と
試
み
た
上
で
、
翻
っ
て
こ
の
遺
産
を
「
わ
れ
わ
れ
」
が

決
し
て
出
会
う
こ
と
の
な
い
未
来
の
人
び
と
に
向
け
て
送
（
贈
）
る
の
だ
。
生
存
時

間
の
有
限
と
い
う
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
時
代
の
制
約
や
生
産
諸
関
係
の
条

件
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
有
限
で
あ
る
他
な
い
私
た
ち
が
、
し
か
し
有
限
で
あ
る

が
ゆ
え
に
こ
そ
み
ず
か
ら
を
過
去
そ
し
て
未
来
へ
と
開
く
こ
と
の
で
き
る
領
域
、
そ

れ
が
〈
歴
史
〉
で
あ
る
。

自
己
を
歴
史
化
す
る
と
い
う
「
わ
れ
わ
れ
」
の
務
め
は
、
そ
の
意
義
を
「
わ
れ
わ

れ
」
が
出
会
う
こ
と
の
な
い

―
そ
の
意
味
で
無
名
の

―
未
来
を
生
き
る
人
び
と

に
よ
っ
て
価
値
評
価
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
未
来
に
対
す
る
目
的
論
で
は

な
く
、
ま
た
そ
の
作
業
が
現
在
の
生
産
諸
関
係
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
幻
想
で
も
な
い

。
有
限
で
あ
る
私
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
生
、
し
た
が
っ
て

、
、
、
、
、

(21)

死
の
意
味
を
、
過
去
か
ら
し
た
が
っ
て
未
来
へ
と
継
受
す
る
歴
史
化
の
作
業
に
お
い

、
、
、
、
、

て
こ
そ
、
私
た
ち
は
無
限
を
経
験
す
る
。

【
止
揚
と
反
復
】

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
非
現
実
的
な
世
界
を
経
由
し
た
自
己
の
二
度
の
否
定
と
し
て

の
（
再
）
肯
定
は
、
有
限
な
存
在
が
自
己
を
取
り
戻
す=

反
復
す
る
行
為
に
お
い
て

無
限
を
現
出
さ
せ
る
実
践
だ
っ
た
。
「
止
揚
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
行
為
が
、
歴
史

histoire

の
経
験
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
初
、
感
覚
的
・
直
観
的
に
把
握

さ
れ
た
自
己
の
存
在
は
、
言
語
と
い
う
非
感
覚
的
・
非
直
観
的
な
伝
達
媒
体
へ
と
自

己
を
譲
渡
‐
疎
外aliénation

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
旦
は
自
己
を
否
定
し
／
さ

れ
つ
つ
も
、
し
か
し
言
語
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
表
現
す
る
こ
と
で
他
者
に
そ
の
存

在
を
承
認
さ
れ
う
る
が
ゆ
え
に
、
翻
っ
て
は
み
ず
か
ら
の
存
在
を
再
肯
定
し
、
し
た

が
っ
て
自
己
へ
と
還
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
空
間
的
・
一
挙
的
・
感
覚
的
に
確
信
さ
れ
て
い
た
自
己
を
、
他

者
に
よ
る
承
認
を
可
能
と
す
る
言
語
と
い
う
非
空
間
的
・
通
時
的
媒
体
に
沿
っ
て
あ

ら
た
め
て
表
現
し
な
お
す
と
い
う
経
路
を
介
し
た
現
実
化
を
、
自
己
を
物
語histoire

化
す
る
作
業
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
観
と
い
う
所

与
と
し
て
の
空
間
的
な
も
の
が
、
時
間
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
逆
に
（
再
）

肯
定=

実
現
さ
れ
る
と
い
う
止
揚
の
運
動
に
お
い
て
、
物
語
と
歴
史
が
重
な
り
合
う

の
で
あ
る
。

だ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
間
（
言
語
）
に
よ
る
空
間
（
直
観
）

の
否
定
、
ま
た
は
空
間
か
ら
時
間
へ
の
媒
体
の
交
替relève

と
い
う
、
存
在
の
廃
棄

で
あ
る
と
同
時
に
保
存
で
も
あ
る
止
揚
の
機
制
の
十
全
な
成
就
‐
完
了
を
以
っ
て
、

そ
れ
を
歴
史
と
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
と
は
む
し
ろ
、
止
揚
の
機
制
に

沿
っ
て
出
現
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
止
揚
を
必
然
と
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
同

時
に
止
揚
を
挫
く
と
い
う
経
験
、
止
揚
の
失
敗
の
結
果
と
し
て
、
了
解
さ
れ
る
。
歴

史
は
死
者
の
墓
標
や
記
念
碑
で
は
な
い
。
逆
に
死
者
を
再
来
‐
回
帰revenir

さ
せ
る

運
動
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
と
は
喪
の
労
働
の
成
就
で
は
な
く
、
逆
に
そ

の
失
敗
で
あ
る
。
そ
し
て
喪
の
完
了
に
失
敗
す
る
た
め
に
の
み
、
止
揚
と
い
う
喪
の

機
制
は
要
請
さ
れ
る
の
だ
。

マ
ル
ク
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
選
挙
で
大
統
領
に
就
任
し
た
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
甥
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
が
ク
ー
・
デ
タ
を
起
こ
し
て
第
二
帝
政
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

反
復
）
を
開
始
し
た
事
態
を
分
析
し
て
「
歴
史
は
反
復
す
る
、
一
度
目
は
悲
劇
と
し
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て
、
二
度
目
は
喜
劇
と
し
て
」
と
述
べ
た

。
マ
ル
ク
ス
自
身
は
第
二
帝
政
を
ナ
ポ
レ

(22)

オ
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
喜
劇
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
笑
劇farce

」
と
捉
え
て

い
る

。
そ
れ
は
（
悲
劇
の
）
反
復
で
あ
り
且
つ
（
喜
劇
で
す
ら
な
い
）
反
復
の
失
敗

(23)

だ
っ
た
か
ら
だ
。

バ
デ
ィ
ウ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
有
限
な
る
も
の
の
自
己
の
反
復
‐
取
り
返
し
を

以
っ
て
無
限
が
現
出
す
る
と
い
う
機
制
を
論
じ
る
と
き
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
止
揚

の
機
制
を
要
請
し
つ
つ
、
し
か
し
こ
の
機
制
の
不
全
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
非
／
三
人
称
へ
と
外
在
化
さ
れ
た
神
（
の

死
）
と
い
う
無
限
を
再
び
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
他

者
に
よ
る
承
認
の
媒
体
と
し
て
の
言
語
そ
れ
自
体
を
改
定
す
る
作
業
、
言
い
換
え
れ

ば
、
従
来
の
語
用
に
お
い
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
喪
の
労
働
と
い
う
止

揚
の
機
制
を
挫
く
新
た
な
語
用
を
提
起
す
る
作
業
と
切
り
離
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
反
復
を
以
っ
て
過
去
の
継
承
の
成
就
と
す
る
、
こ
の
逆
説
的
な
遺
産

相
続
の
連
鎖
と
断
絶
に
お
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
」
は
時
代
を
歴
史
化
し
、
来
た
る
べ
き

展
望
を
拓
く
。
そ
し
て
、
こ
の
視
角
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
」
に
お
け
る
こ
の
国

の
大
衆
運
動
の
歴
史
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。
そ
の
際
、
私

は
、
近
代
的
人
間
に
よ
る
対
象
（
客
体
）
化
の
問
題
構
制
を
背
景
と
し
て
、
一
九
六

〇
年
安
保
以
降
の
日
本
に
お
け
る
大
衆
政
治
運
動
の
推
移
の
経
験
に
お
い
て
捉
え
た
、

長
崎
浩
『
叛
乱
論
』
（
一
九
六
九
年
）
を
読
解
の
俎
上
に
乗
せ
る

。
そ
の
要
点
は
、

(24)

日
本
の
大
衆
政
治
運
動
を
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
奉
ず
る
階
級
間
抗
争
の
必
然
（
唯
物

史
観
）
的
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
世
界
ま
た
は
自
然
を
対
象

（
目
的
）
化
す
る
と
い
う
近
代
的
人
間
の
行
為
に
随
伴
す
る
「
闇
」
の
噴
出
（
叛
乱
）

と
し
て
捉
え
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
政
治
的
表
現
を
確
固
た
る
形
態
と

し
て
有
し
て
い
な
い
大
衆
的
叛
乱
に
、
政
治
的
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体

化
を
促
す
存
在
者

―
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」

―
が
そ
こ
に
仮
定
さ
れ
る
と
い
う
、

大
衆
と
の
逆
説
的
関
係
を
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
。
「
逆
説
的
」
と
い
う
の
は
、
「
ア

ジ
テ
ー
タ
ー
」
と
は
、
大
衆
に
政
治
的
主
体
化
を
促
す
た
め
に
、
大
衆
の
中
か
ら
一

旦
抜
け
だ
し
、
大
衆
と
向
き
合
う
た
め
に
大
衆
の
外
に
立
つ
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
を
構
成
す
る
重
要
な
契
機
の
一

つ
で
あ
る
。
そ
し
て
長
崎
の
「
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
」
論
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今

日
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」
の
様
態
を
再
検
討
し
、
鍛
錬
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

注（
１
）Alain

Badiou,Le
siècle,Paris:Éditions

du
Seuil,2005.

ア

ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
『
世
紀
』

長
原
豊
他
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
八
年
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
は
同
日
本
語
訳
版
に
依
拠
。

（
２
）Florence

Caeym
aex,

“Q
ue

faire
de

notre
finitude

?
Sartre

et
Foucault

relus
par

Badiou.”

二
〇
〇
九
年
四
月
一
九
日
東
京
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演
原
稿
。
筆
者
も
通
訳
の
一
人
と

し
て
参
加
し
た
。
日
本
語
訳
は
フ
ロ
ー
ラ
ン
ス
・
ケ
マ
ッ
ク
ス
「
我
々
の
有
限
性
を
ど
う
す
る

か
？

―
バ
デ
ィ
ウ
に
よ
る
サ
ル
ト
ル
と
フ
ー
コ
ー
の
読
み
直
し
」
森
元
斎
訳
『
現
代
思
想
』37

(7
)

青
土
社
、
二
〇
〇
九
年
所
収
。

（
３)

ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
第
Ⅰ
部

章

節
な
ど
。

22

14

（
４
）Cf.M

ichaelJ.Sandel,Liberalism
and

the
Lim

its
ofJustice,Cam

bridge:Cam
bridge

U
niversity

Press,
1982

〔
マ
イ
ケ
ル
・
Ｊ
．
サ
ン
デ
ル
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
正
義
の
限
界
』
菊

池
理
夫
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
〕;

M
aurice

Blanchot,
La

com
m

unauté
inavouable,

Paris:
Éditions

de
M

inuit,
1983

〔
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
『
明
か
し
え
ぬ
共
同
体
』
西
谷

修
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
四
年
〕;

Jean-Luc
N

ancy,La
com

m
unauté

désœuvrée,Paris:

Éditions
Christian

Bourgois,
1990

〔
ジ
ャ
ン=

リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
『
無
為
の
共
同
体

―



13 われわれ、無限の分有

バ
タ
イ
ユ
の
恍
惚
か
ら
』
西
谷
修
訳
、
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
五
年
〕;

G
iorgio

A
gam

ben,
La

com
m

unauté
qui

vient,
M

inuit,
1990;

A
lphonso

Lingis,
The

Com
m

unity
of

Those
W

ho

H
ave

N
othing

in
Com

m
on,

Bloom
ington:

Indiana
U

niversity
Press,

1994.

〔

ア
ル
フ
ォ
ン

ソ
・
リ
ン
ギ
ス
『
何
も
共
有
し
て
い
な
い
者
た
ち
の
共
同
体
』
野
谷
啓
二
訳
、
洛
北
出
版
、
二

〇
〇
六
年
〕

（
５
）
諸
属
性
（
本
質
）
を
破
壊
す
る
の
で
は
な
く
横
断
す
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
破

壊
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
（
ヒ
ト
ラ
ー
）
と
粛
清
（
ス
タ
ー
リ
ン
）
に
帰
結
す
る
（
両
者
は
区
別
さ
れ

る
べ
き
だ
が
）
。
「
横
断
」
を
「
減
算

soustraction

」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
はA

lain
Badiou,

L'éthique:
éssai

sur
la

conscience
du

M
al,

Paris:
Éditions

H
allier,

1994.

〔
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
『
倫
理

―
〈
悪
〉
の
意
識
に
つ
い
て
の
詩
論
』
長
原
豊

他
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
四
年
〕
を
参
照
。

（
６
）N

ancy,«
D

'un
W

ink
divin

»,in
La

D
éconstruction

du
christianism

e:
Tom

e
1,La

D
éclosion,Paris:Éditions

G
alilée,2005.

〔
ナ
ン
シ
ー
「
神
的
な
ウ
ィ
ン
ク
に
つ
い
て
」
、
『
脱

閉
域

―
キ
リ
ス
ト
教
の
脱
構
築
』
大
西
雅
一
郎
訳
、
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
九
年
所
収
〕

（
７
）
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
六
五
巻

哲
学
へ
の
寄
与
論
考

―
性
起
か
ら
（
性
起
に
つ
い

て
）

―
』
大
橋
良
介
・
秋
富
克
哉
・
辻
村
公
一
・
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
訳
、
創
文
社
、

二
〇
〇
五
年
、
四
四
四
頁
。

（
８
）
イ
メ
ー
ジ
と
言
葉
の
永
遠
回
帰
的
関
係
に
つ
い
て
は
松
本
潤
一
郎
「
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー

に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
言
葉
の
結
合
」
、
『
述
』
第
五
号
、
論
創
社
、
二
〇
一
二
年
所
収
、
お
よ

び
「
ク
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー

―
思
考
の
名
前
」
宇
野
邦
一
・
堀
千
晶
・
芳
川
泰
久
編
『
ド
ゥ
ル
ー

ズ

―
千
の
文
学
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
一
一
年
所
収
、
そ
し
て
「
永
遠
回
帰
に
お
け
る
回
帰

せ
ざ
る
も
の

―
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ
ー
と
沈
黙
の
場
所
」
長
原
豊
編
『
政
治
経
済
学
の
政
治
哲
学

的
復
権
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
一
年
所
収
を
参
照
。

（
９
）Jacques

D
errida,«

La
différance

»,in
M

arges
de

la
philosophie,Paris

:Éditions
de

M
inuit,

1972.

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
差
延
」『
哲
学
の
余
白
（
上
）』
藤
本
一
勇
訳
、
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
八
年
所
収
を
参
照
。

（

）D
errida,La

voix
etle

phènom
ène,Paris:Presses

U
niversitaires

de
France,1967,p.

10

73.

〔
デ
リ
ダ
『
声
と
現
象
』
林
好
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
四
頁
〕

（

）
こ
う
し
た
分
離
‐
結
合
作
用
と
し
て
の
差
延
を
マ
ル
ク
ス
は
「
経
済
学
批
判
序
説
」
で

11
分
配
・
交
換
・
消
費
と
生
産
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
資
本
は
円
環
を
み
ず
か
ら
閉
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
〔
…
〕
生
産
物
は
、
消
費
に
お
い
て
は
じ
め
て
、〔
…
〕
生
産
物
と
な
る
。

、
、
、

消
費
は
、
生
産
物
を
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
産
〔
物
〕
にfinishing

stroke

《
最

後
の
仕
上
げ
》
を
く
わ
え
る
」
（
『
経
済
学
批
判
』
武
田
隆
夫
・
遠
藤
湘
吉
・
大
内
力
・
加
藤
俊

彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
六
年
、
二
九
九
頁
、
傍
点
原
文
）
。
英
語
で
記
さ
れ
た
こ
の“finishing

stroke”

（
フ
ラ
ン
ス
語
訳
版
で
は“coup

de
grâce”

と
訳
さ
れ
て
い
る
）
を
「
差
延
」
と
し
て
読

解
し
たCatherine

M
alabou,«

Économ
ie

de
la

violence,violence
de

l'économ
ie
(

D
errida

et
M

arx)
»,

in
Revue

philosophique
de

la
France

et
de

l'étranger,
T.

180,
N

o.
2,

A
V

RIL-JU
IN

1990,P.U
.F.,1990.

を
参
照
。

（

）D
errida,

«
Le

supplém
ent

de
copule

(
la

philosophie
devant

la
linguistique)

»in

12

M
arges

de
la

philosophie,op-cit.

デ
リ
ダ
「
繋
辞
の
代
補

―
言
語
学
の
前
に
あ
る
哲
学
」
前

掲
『
哲
学
の
余
白
（
上
）
』
所
収
。
こ
の
論
文
は
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
「
思
考
の
範
疇

と
言
語
の
範
疇
」『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』
岸
本
通
夫
・
木
下
光
一
・
高
塚
洋
太
郎
・
花
輪
光

・
矢
島
猷
三
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
所
収
の
読
解
を
中
心
と
し
て
い
る
。

（

）
ニ
ー
チ
ェ
「
道
徳
以
外
の
意
味
に
お
け
る
真
理
と
虚
偽
」
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
二
巻
』
西

13
尾
幹
二
訳
、
理
想
社
、
一
九
六
五
年
所
収
。

（

）「
記
号
作
用
は
そ
の
隠
喩
的
転
位
の
潜
勢
力
に
よ
っ
て
一
種
の
待
命
状
態
に
置
か
れ
る
こ

デ
ィ
ス
ポ
ニ
ビ
リ
テ

14
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
言
語
作
用
に
先
立
つ
非
‐
意
味
（
こ
の
記
号
作
用
も
意
味
を
持

つ
）
と
、
事
象
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、
現
働
態
に
お
い
て
、
固
有
の
あ
り
方
に
お
い
て
語
ろ

う
と
す
る
言
語
作
用
の
真
理
と
の
あ
い
だ
で
の
待
命
状
態
に
」
。D

errida,
«La

m
ythologie

blanche
(la

m
étaphore

dans
le

texte
philosophique)

»,
in

M
arges

de
la

philosophie,
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op-cit.,
p.278.

デ
リ
ダ
「
白
い
神
話

―
哲
学
テ
ク
ス
ト
の
な
か
の
隠
喩
」
前
掲
『
哲
学
の
余
白

（
下
）
』
所
収
、
一
二
七
‐
一
二
八
頁
。
問
題
は
、
こ
の
「
待
命
」
が
い
か
な
る
「
召
命vocation/Beruf

」

と
結
合
す
る
の
か
で
あ
る
。

（

）D
errida,D

onner
le

tem
ps

I:La
fausse

m
onnaie,Paris

:Éditions
G

alilée,1991.

15
（

）
こ
う
し
て
正
義
と
は
（
予
め
犯
さ
れ
た
）
不
正
義
（
と
い
う
暴
力
へ
の
疚
し
さ
を
（
再

16
度
）
払
拭
す
る
暴
力
装
置
）
以
外
で
は
な
い
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
長
原
豊
「
一
撃
の
残
余=

抵
抗(Rest-ance

de
Coup

〈C
oup

de
D

é[s]/Après
C

oup/C
oup

de
G

râce

〉
」『
情
況
』

一
九
九
三
年
一
〇
月
号
、
情
況
出
版
所
収
を
参
照
。

（

）「
ト
ー
テ
ム
と
タ
ブ
ー
」
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
〈12

〉1912

─1913

年

―
ト
ー
テ
ム
と
タ

17
ブ
ー
』
須
藤
訓
任
・
門
脇
健
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
所
収
。

（

）「
私
」
と
「
神
」
の
二
人
称
的
関
係
（
対
話
）
に
つ
い
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
（
上

18
下
）
』
服
部
英
次
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
『
我
と
汝
・
対

話
』
植
田
重
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
を
参
照
。
ま
た
三
人
称
と
非
人
称
の
機
能
に
つ

い
て
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
「
動
詞
に
お
け
る
人
称
関
係
の
構
造
」
「
代
名
詞
の
性
質
」
、
前
掲
『
一

般
言
語
学
の
諸
問
題
』
所
収
を
本
稿
註(

)

で
挙
げ
た
デ
リ
ダ
と
共
に
参
照
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

11

に
お
け
る
三
人
称
に
つ
い
て
野
口
武
彦
『
三
人
称
の
発
見
ま
で
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
Ⅲ

―
物
語
ら
れ
る
時
間
』
久
米
博
訳
、
新
曜
社
、
二
〇

〇
四
年
（
新
装
版
）
を
参
照
。

（

）
マ
ル
ク
ス
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
版
序
文
末
尾
で
、「
死
者
が
生
者
を
掴
む(Le

m
ort

19

saisitle
vif!)

」
を
以
っ
て
、
こ
の
事
態
を
表
現
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、
死
者
（
父
）
か
ら
生
者

（
子
）
へ
の
遺
産
相
続
の
場
面
に
お
け
る
正
当
（
統
）
性
の
問
題
に
も
係
わ
っ
て
い
る
。
生
（
者
）

に
憑
依
し
て
存
命
す
る
死
（
者
）
、
こ
れ
が
「
資
本
」
で
あ
る
。
そ
し
て
遺
産
相
続
を
生
涯
問
い

続
け
た
の
が
デ
リ
ダ
だ
っ
た
。
こ
の
デ
リ
ダ
と
こ
の
マ
ル
ク
ス
に
つ
い
て
は
鵜
飼
哲
・
長
原
豊

「
討
議

遺
産
相
続
」『
現
代
思
想
』32(15)

青
土
社
、
二
〇
〇
四
年
所
収
を
参
照
。

（

）
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
正
義
」
を
警
察
や
司
法
な
ど
と
い
っ
た
諸
制
度
を
配
備
す
る

20

国
家
装
置
（
近
代
に
お
け
る
神
の
代
理
人
）
に
外
部
委
託
す
る
こ
と
な
く
引
き
受
け
る
た
め
の

示
唆
的
な
（
危
険
に
も
満
ち
た
）
装
置
で
あ
る
。

（

）
歴
史
に
つ
い
て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
パ
ー
マ
ー
・
ト
ム
ス
ン
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
労
働
者
階
級

21
の
形
成
』
市
橋
秀
夫
・
芳
賀
健
一
訳
、
青
弓
社
、
二
〇
〇
三
年
お
よ
び
長
原
豊
「
〈
自
称
〉
す
る

人
び
と
の
歴
史
を
記
述
す
る
文
体

―
主
体
を
価
値
と
し
て
過
程
的
に
術
定
す
る
経
験
」『
思
想
』

(890)

岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
所
収
を
参
照
。

（

）

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル

日
［
初
版
］
』
上
村

22

18

邦
彦
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
八
年
。

（

）Cf.
Jeffrey

M
ehlm

an,
Revolution

and
Repetition.

M
arx/H

ugo/Balzac,
Berkley-Los

23

A
ngeles-London:

U
niversity

of
California

Press,
1977;

D
om

inick
Lacapra,

«
Reading

M
arx:

The
Case

of
The

E
ighteenth

Brumaire
»,in

Rethinking
IntellectualH

istory:Texts,Contexts,Language,

N
ew

York:
Cornell

U
niversity

Press,
1983;

Jean-François
H

am
el,

«
Le

second
em

pire
du

passé;
l'agonistique

de
la

narrativité
chez

K
arl

M
arx

»,
dans

Revenances
de

l'histoire;
répétition,

narrativité,modernité,Paris:É
ditions

de
M

inuit,2006.

（

）
長
崎
浩
「
叛
乱
論
」『
叛
乱
論
（
新
版
）』
所
収
、
彩
流
社
、
一
九
九
一
年
。
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