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マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ

合
　
田
　
正
　
人

　
　

Ⅰ
「
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
﹇C

h
arles R

en
o
u
vier, 1815–1903

﹈
は
今
で
は
「
死

せ
る
」
哲
学
者
で
あ
る
。
往
時
評
判
で
あ
っ
た
ひ
と
つ
の
学
派
の
首
長

で
あ
っ
た
者
が
今
、
な
ぜ
、「
そ
の
膨
大
な
仕
事
が
数
々
の
図
書
館
で
埃

に
埋
も
れ
て
い
る
の
を
見
る
羽
目
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」（Fern

an
d
 

T
u
rlo

t : Le person
n

a
lism

e critiq
u

e d
e C

h
a

rles R
en

ou
vier, 

P
resses U

n
iversitaires d

e Strasb
o
u
rg, 2003, p

. 19

）

こ
の
「
死
せ
る
哲
学
者
」
の
名
を
初
め
て
目
に
し
た
の
は
今
か
ら
三
〇

余
年
前
、
ド
イ
ツ
現
象
学
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
移
入
史
を
パ
リ
の
国
立

図
書
館
で
調
べ
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。
ロ
シ
ア
出
身
の
亡
命
ユ
ダ
ヤ

人
哲
学
者
・
社
会
学
者
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
・
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
（G

ero
ges 

G
u
rvitch

, 1894–1965

）
が
一
九
二
七
年
か
ら
二
九
年
に
か
け
て
ソ

ル
ボ
ン
ヌ
で
行
っ
た
自
由
講
義
の
記
録
『
ド
イ
ツ
哲
学
の
現
代
的
諸
傾

向
』（Les ten

d
a

n
ces a

ctu
elles d

e la
 ph

ilosoph
ie a

llem
a

n
d

e, 

J. V
rin

 1930, 1949

）
に
は
、
ギ
ュ
ル
ヴ
ィ
ッ
チ
に
講
義
を
依
頼
し
た

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
哲
学
科
教
授
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
（Léo

n
 

B
ru

n
sch

vicg, 1969–1944

）
の
序
文
が
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

は
、「
現
象
学
と
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
現
象
主
義
（p

h
én

o
m

én
ism

e d
e 

R
en

o
u
vier

）
と
の
絆
は
術
語
の
類
似
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
」（p

. 3

）

と
記
さ
れ
て
い
た
。

「
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
現
象
主
義
」
―
未
知
の
言
葉
だ
っ
た
。
慌
て
て
ル

ヌ
ヴ
ィ
エ
の
著
書
を
数
冊
読
み
、
初
期
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
ブ
ラ
ン

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
と
の
関
係
を
論
じ
た
拙
い
論
考
に
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
関
連

の
叙
述
を
挿
入
し
た
（「
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
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ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
」（
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
『
人
文
学
報
』
一
六
五

号
、
一
九
八
四
年
二
月
）。
だ
が
、
そ
れ
か
ら
三
〇
年
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は

筆
者
自
身
に
と
っ
て
も
「
死
せ
る
哲
学
者
」
で
あ
っ
た
。
変
化
が
生
じ
た

の
は
、『
プ
ル
ー
ス
ト
と
徴
し
』
の
著
者
で
も
あ
る
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ

が
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
同
僚
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
（Jean

 W
ah

l, 

1888–1974

）
を
き
わ
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
ヴ
ァ
ー

ル
の
博
士
号
請
求
論
文
『
英
米
の
多
元
主
義
哲
学
』（Les ph

ilosoph
ies 

plu
ra

listes d
’A

n
gleterre et d

’A
m

ériqu
e, A

lcan
, 1920

）
を
繙
い

た
時
だ
っ
た
。
ま
っ
た
く
思
い
が
け
ず
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
名
を
そ
こ
に
発

見
し
た
の
で
あ
る
1
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
彼
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
な
ら
び
に
そ
の

『
哲
学
的
批
判
』（C

ritiqu
e ph

ilosoph
iqe

）
に
負
っ
て
い
る
借
り

を
進
ん
で
認
め
た
。
一
八
八
四
年
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、「
私
の
論
証

は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
論
証
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る

の
は
私
の
義
務
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
彼
は
〔
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
〕

『
哲
学
的
諸
体
系
の
分
類
』（C

la
ssifi

ca
tion

 d
es systèm

es ph
i-

losoph
iqu

es

）
を
驚
嘆
す
べ
き
書
物
、
傑
作
と
呼
ん
で
い
る
。（Les 

E
m

p
êch

eu
rs d

e p
en

ser en
 ro

n
d
, 2005, p

. 89

）

 　

調
査
が
再
び
始
ま
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
学
者
の
石
黒
ひ
で
氏
が
イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
で
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
言
及
し
て
い
た
の
を
思
い
起
こ
し
た
り
、
数

学
者
の
ゲ
オ
ル
ク
・
カ
ン
ト
ー
ル
が
「
実
無
限
」
の
概
念
を
提
起
す
る
に

あ
た
っ
て　

そ
れ
を
否
定
す
る
者
の
ひ
と
り
と
し
て
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
を
挙
げ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
り
と
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
と
い
う
哲
学
者
の
巨
大
さ
が

徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
博
士
号
請
求
論
文
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試

論
』
の
あ
る
脚
註
で
の
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
へ
の
言
及
の
重
要
性
に
長
年
気
づ
く

こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
愚
か
で
あ
っ
た
。

同
書
「
結
論
」
に
付
さ
れ
た
脚
注
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
カ
ン
ト
の
誤

り
は
時
間
を
等
質
的
媒
体
と
捉
え
た
こ
と
だ
っ
た
」（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
五
四
頁
）
と
い
う
自
身
の
指
摘
を
敷
衍
し
て
言
っ
て
い
る
。

　

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
氏
は
す
で
に
、
反
射
運
動
に
も
比
す
べ
き
こ
う
し
た

意
志
的
活
動
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
自
由
を
危
機

〔
分
岐
〕
の
瞬
間
に
制
限
し
た
。
し
か
し
彼
に
し
て
も
、
私
た
ち
の

自
由
な
活
動
の
過
程
が
、
い
わ
ば
私
た
ち
の
知
ら
な
い
間
に
、
意
識

の
暗
い
深
み
で
は
持
続
の
全
瞬
間
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
私
た
ち
の
自
我
が
そ
こ
で
進
展
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
こ

の
異
質
的
で
未
分
化
な
持
続
が
な
か
っ
た
ら
、
精
神
的
危
機〔
分
岐
〕

も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
と
は

思
わ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
所
与
た
る
自
由
な
行
動
に
つ
い
て
の
研
究

が
掘
り
下
げ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
由
の
問
題
に
決
着
を
つ

け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
わ

れ
わ
れ
の
意
識
の
異
質
的
諸
状
態
の
系
列
全
体
な
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
る
な
ら
、
持
続
の
観
念
の
注
意
深
い
分
析
の
う
ち
に
こ
そ
、
問
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題
の
鍵
は
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
。（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
六
二

－

二
六
三
頁
）

　

本
文
に
は
一
度
も
そ
の
名
が
登
場
し
な
い
と
は
い
え
、
こ
の
脚
注
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ほ
か
で
も
な
い
カ
ン
ト
と
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
を
標
的
と
し
て

こ
の
試
論
を
書
い
た
こ
と
を
十
二
分
に
告
げ
て
い
る
。
カ
ン
ト
と
ル
ヌ

ヴ
ィ
エ
、
と
言
っ
た
が
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
「
新
批
判
主
義
」
を
標
榜
す
る

新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
み
ず
か
ら
『
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
け

る
瞬
間
の
観
念
の
役
割
に
つ
い
て
』（D

u
 rôle d

e l’id
ée d

e l’in
sta

n
t 

d
a

n
s la

 ph
ilosoph

ie d
e D

esca
rtes, A

lcan
, 1920

）
と
題
さ
れ
た

副
論
文
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
捧
げ
た
ヴ
ァ
ー
ル
は
こ
の
対
立
を
意
識
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
わ
れ
わ
れ
に
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
わ
れ
わ

れ
が
諸
事
象
を
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
る
が
ま
ま
に
捉
え
る
な
ら
、
わ
れ

わ
れ
は
連
続
性
の
観
念
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、

連
続
性
は
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
虚
構
に
す
ぎ
な
い
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
用
い
る
比
喩
に
非
常
に
近
い
比
喩
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
用
い

て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
比
喩
は
か
な
り
異
な
る
考
え
に
対
応

し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
持
続
が
不
可
分
だ

と
し
て
も
、
こ
の
不
可
分
性
は
は
か
な
い
旋
律
や
連
続
的
持
続
の
不

可
分
性
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
ひ
と
つ
の
凝
縮
せ
る
瞬
間
の
そ
れ

で
あ
り
、
長
き
に
わ
た
っ
て
別
々
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
突
如
と
し

て
継
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
音
符
の
不
可
分
性
で
あ
る
か
ら
だ
。
／

こ
う
し
て
、
加
算
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
絶
対
者
、
加
算
的
絶
対
者

を
構
想
す
る
よ
う
な
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
経
験
論
の
正
体
が
明
ら
か
に
な

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
反
主
知
主
義
に
与
え
た
形
式
を
つ
ぶ
さ
に
思
い

起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
形
式
の
も
と
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
『
哲
学
の
諸

問
題
』
で
呈
示
し
た
反
主
知
主
義
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
考
え
方
と
は
反
対
の
考
え
方
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
考
え
方
に
送
り
返

し
た
。
無
限
は
知
的
錯
覚
で
あ
り
、
連
続
も
知
的
錯
覚
な
の
で
あ
る
。

（P
P, p

. 201

）

　

有
限
主
義
者
に
し
て
不
連
続
主
義
者
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
。
宇
宙
は
不
連
続

な
部
分
、
断
片
か
ら
成
る
。
ヴ
ァ
ー
ル
描
く
と
こ
ろ
の
か
か
る
ジ
ェ
イ

ム
ズ
的
宇
宙
は
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
わ
け
だ
。「
放
恣

な
、
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
、
不
連
続
的
な
、
蝟
集
し
た
、
錯
綜
し
た
、
ぬ
か
る

ん
だ
、
無
残
な
、
断
片
的
な
、
こ
れ
ら
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
そ
の
宇
宙
を
形

容
し
よ
う
と
試
み
る
際
に
用
い
た
形
容
詞
の
い
く
つ
か
で
あ
る
。
世
界
は

粗
々
し
い
何
か
で
あ
る
と
同
時
に
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
何
か
で
あ
る
。
至
る

所
で
わ
れ
わ
れ
は
、
流
れ
を
連
続
的
な
も
の
に
す
る
数
々
の
防
波
堤
が
決

壊
し
、
激
し
い
渦
と
な
っ
て
ぶ
つ
か
り
合
う
波
々
が
形
成
さ
れ
る
の
を
目

に
す
る
。」（P

P, p
. 175

）

　

で
は
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
＝
ジ
ェ
イ
ム
ズ
的
な
こ
の
宇
宙
、
反
ベ
ル
ク
ソ
ン

的
な
こ
の
宇
宙
を
描
い
た
一
節
と
次
の
一
節
を
読
み
比
べ
て
い
た
だ
き
た

い
。
共
振
を
感
じ
取
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
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〔『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
お
け
る
〕
不
調
和
な
諸
部
分
は
集

ま
っ
て
ひ
と
つ
の
全
体
を
作
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
各
々
の
部
分
が

あ
る
全
体
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
た
も
の
と
し
て
こ
の
全
体
を
証
示
す

る
こ
と
も
な
く
、
複
数
の
宇
宙
の
あ
い
だ
で
の
一
種
の
対
話
の
な
か

で
各
々
の
部
分
は
他
の
部
分
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で

も
、
こ
れ
ら
の
部
分
を
世
界
の
な
か
に
投
影
し
、
ぴ
っ
た
り
合
う
こ

と
の
な
い
縁
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
を
互
い
に
荒
々
し
く
嵌
入
さ

せ
る
力
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
部
分
は
、
隠
れ
た
ひ
と

つ
の
全
体
を
合
成
す
る
こ
と
も
、
た
と
え
そ
れ
が
す
で
に
失
わ
れ
た

も
の
で
あ
れ
様
々
な
全
体
性
か
ら
流
出
す
る
こ
と
さ
え
な
く
、
相
互

に
部
分
と
し
て
承
認
さ
れ
る
。
数
々
の
破
片
を
数
々
の
破
片
の
な
か

に
置
こ
う
と
大
い
に
努
め
た
た
め
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
こ
れ
ら
の

破
片
が
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
統
一
性
、
あ
る
い
は
逆
に
、
こ
れ
ら
の

破
片
か
ら
派
生
す
る
統
一
性
に
準
拠
す
る
こ
と
な
く
、
わ
れ
わ
れ

に
こ
れ
ら
の
破
片
を
考
え
さ
せ
る
方
法
を
見
出
さ
せ
た
。（G

illes 

D
eleu

ze : P
rou

st et les sign
es, P

U
F, 1964, p

p
. 148–149

）

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
プ
ル
ー
ス
ト
論
の
一
節
で
あ
る
。
今
回
は
取
り
上
げ
な

い
が
、
こ
の
箇
所
に
は
非
常
に
重
要
な
脚
注
が
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で

は
、「
断
片
」
な
い
し
「
破
片
」
と
「
全
体
」
と
の
関
係
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

お
け
る
「
空
間
化
さ
れ
た
時
間
」
と
「
持
続
」
を
め
ぐ
る
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
・
プ

ー
レ
と
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
論
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
物
に
は
た
し
か
に
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
へ
の
言
及
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
へ
の
言

及
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を

め
ぐ
る
ヴ
ァ
ー
ル
の
考
察
に
通
じ
て
い
た
の
は
疑
い
な
い
。
で
は
、
ル
ヌ

ヴ
ィ
エ
は
何
ら
か
の
仕
方
で
プ
ル
ー
ス
ト
と
結
び
つ
き
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　

Ⅱ

　

け
だ
し
プ
ル
ー
ス
ト
ほ
ど
多
様
な
哲
学
者
た
ち
の
思
考
を
強
く
刺
激

し
た
作
家
は
ご
く
稀
で
あ
ろ
う
。
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（P

au
l R

icœ
u
r, 

1913–2005

）
も
そ
の
よ
う
な
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
そ
の

リ
ク
ー
ル
は
、
大
著
『
時
間
と
物
語
』（Le tem

ps et le récit, 1983, 

1984, 1985

）
で
プ
ル
ー
ス
ト
を
論
じ
な
が
ら
、
ア
ン
ヌ
・
ア
ン
リ
の

『
小
説
家
プ
ル
ー
ス
ト
―
エ
ジ
プ
ト
の
墓
』（A

n
n
e H

en
ry : P

rou
st 

R
om

a
n

cier. Le tom
bea

u
 egyptien

, Flam
m

ario
n
, 1993

）
に
触

れ
て
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
哲
学
の
師
た
ち
、
す
な
わ

ち
セ
ア
イ
ユ
、
ダ
ル
リ
ュ
、
タ
ル
ド
」（『
時
間
と
物
語
』
第
二
巻
、
新
曜

社
、
二
三
六
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
セ
ア
イ
ユ
と
はG

ab
riel Séailles 

（1852–1922

）、
ダ
ル
リ
ュ
と
はA

lp
h
o
n
s D

arlu
 

（1849–1921

）、

タ
ル
ド
と
はG

ab
riel Tard

e, 1843–1904

）
の
こ
と
で
あ
り
、
プ
ル
ー

ス
ト
は
リ
セ
・
コ
ン
ド
ル
セ
で
ダ
ル
リ
ュ
の
哲
学
の
授
業
を
受
け
、
ソ
ル

ボ
ン
ヌ
で
セ
ア
イ
ユ
の
講
義
を
聴
講
し
た
。
彼
は
ま
た
模
倣
と
類
似
の
社

会
学
者
タ
ル
ド
の
読
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
周
辺
な
い
し
近
傍
に
、
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ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
ど
う
干
渉
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
が
死
去
し
た
の
は
一
九
〇
三
年
。
単
な
る
想
像
の
域
を

出
な
い
け
れ
ど
も
、
大
学
の
講
壇
に
立
つ
こ
と
な
く
在
野
の
哲
学
者
と

し
て
南
仏
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
新
カ
ン
ト
派
の
旗
頭
と
し
て
、
共
和

政
体
の
強
靭
な
擁
護
者
と
し
て
八
八
年
の
生
涯
を
生
き
、
膨
大
な
著
作
を

遺
し
た
こ
の
哲
学
者
の
死
は
、
そ
の
哲
学
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
は
と

も
か
く
、
学
問
と
係
る
者
た
ち
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
事
件
で
は
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
ダ
ル
リ
ュ
と
セ
ア
イ
ユ
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
逝
去

に
反
応
し
た
論
者
に
名
を
連
ね
て
い
る
と
し
て
も
、
両
名
と
ル
ヌ
ヴ
ィ

エ
と
の
哲
学
的
な
絆
を
明
か
す
も
の
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
の
だ
が
、

ダ
ル
リ
ュ
は
一
九
〇
四
年
に
「
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
道
徳
」（La M

o
rale d

e 

R
en

o
u
vier, in

 R
evu

e d
e M

éta
pysiqu

e et d
e M

ora
le, jan

vier 

1904, p
p
. 1–18

）
を
発
表
し
、
セ
ア
イ
ユ
は
と
い
う
と
、
一
九
〇
五
年

に
、
四
〇
〇
頁
を
超
え
る
本
格
的
な
研
究
書
と
し
て
、『
シ
ャ
ル
ル
・

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
哲
学
―
新
批
判
主
義
入
門
』（La

 ph
ilosoph

ie d
e 

C
h

a
rles R

en
ou

vier. In
trod

u
ction

 a
u

 n
éo–criticism

e, P
aris, 

A
lcan

, 1905

）
を
出
版
し
て
い
る
。
同
書
の
内
容
に
は
こ
こ
で
は
触
れ

な
い
が
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
と
い
う
と
、
最
晩
年
の
対
談
で
、「
正
義
の
御

旗
の
も
と
、
あ
ら
ゆ
る
型
の
聖
職
者
主
義
と
無
神
論
と
に
同
時
に
敵
対
す

る
」
勇
敢
で
独
立
不
羈
の
人
物
の
ひ
と
り
と
し
て
セ
ア
イ
ユ
を
称
え
、
ま

た
、
当
時
の
学
者
の
な
か
で
最
も
聡
明
な
人
物
と
し
て
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ

ル
ド
を
挙
げ
て
い
る
（cf., Les d

ern
iers en

tretien
s, J. V

rin
, 1930

）。

思
え
ば
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
学
び
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
権
主

義
を
批
判
す
る
一
方
で
ユ
ダ
ヤ
人
に
好
意
的
な
態
度
を
示
し
、
タ
ル
ド
の

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
と
社
会
学
』（M

on
a

d
ologie et sociologie, 1893

）

の
三
年
後
に
『
新
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』（La

 n
ou

velle m
on

a
d

ologie, 

1896

）
を
出
版
し
、
刑
法
に
も
多
大
な
関
心
を
向
け
て
い
た
。

実
を
言
う
と
、
前
出
の
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
博
士
号
請
求
論
文
『
意
志
の

哲
学
』（La

 ph
ilosoph

ie d
e la

 volon
té, 1950

）
で
す
で
に
プ
ル
ー
ス

ト
に
言
及
し
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
最
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
小
説
家〔
プ
ル
ー
ス
ト
〕が
ヴ
ァ

ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
ソ
ナ
タ
に
関
し
て
「
時
間
の
な
か
で
現
実
の
も
の
と

な
っ
て
い
く
一
切
の
出
来
事
に
ま
つ
わ
る
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
に
言
及

す
る
と
き
、
彼
が
反
響
さ
せ
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
の
件
り
〔「
わ
れ

わ
れ
が
い
ま
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
一
瞬

前
に
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
帰
結
し
な
い
」
デ
カ
ル

ト
『
哲
学
原
理
』I, 21

〕
な
の
で
あ
る
。「
私
は
、
こ
の
ソ
ナ
タ
が

も
た
ら
す
一
切
を
経
過
す
る
時
間
の
そ
の
時
々
に
し
か
味
わ
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
一
度
も
そ
の
ソ
ナ
タ
を
全
体
と
し
て
味
わ

う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。（
…
…
）」（『
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
陰
に
』）

ア
ム
ラ
ン
は
、
弁
証
法
的
セ
ン
ス
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
持
続

の
破
壊
的
契
機
に
無
知
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
同
時
に
、

ま
た
、
不
可
抗
的
な
形
で
、
結
合
で
あ
り
ま
た
四
散
で
あ
る
よ
う
な

何
も
の
か
、
離
散
的
で
あ
る
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
諸
項
の
集
結
で

あ
る
。
…
…
時
間
は
つ
ね
に
、
区
別
と
結
合
を
相
関
的
に
成
就
し
つ
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つ
あ
る
諸
部
分
の
多
数
性
で
あ
る
。（『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的

な
も
の
』
第
三
巻
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
八
九
頁
）

　

プ
ル
ー
ス
ト
と
ア
ム
ラ
ン
。
ア
ム
ラ
ン
と
あ
る
の
はO

ctave 

H
am

elin
 （1856–1907

）
の
こ
と
で
、『
表
象
の
主
要
要
素
に
つ
い
て
の

試
論
』（E

ssa
i su

r les élém
en

ts prin
cipa

u
x d

e la
 représen

ta
tion

, 

1907

） 

と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
論
考
の
著
者
な
の
だ
が
、
彼
に
は
『
ル

ヌ
ヴ
ィ
エ
の
体
系
』（Le systèm

e d
e R

en
ou

vier, J. V
rin

, 1927

）
と

い
う
遺
稿
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ア
ム
ラ
ン
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
カ
テ

ゴ
リ
ー
表
」
を
改
変
し
て
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
が
他
に
優
先
す
る
第
一
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
た
ら
し
め
た
「
関
係
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
批
判
的
に
検
討
し
て

い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
言
及
す
る
に
先
立
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
は
『
意
志
の

哲
学
』
第
二
巻
第
二
章
第
三
節
「
習
慣
」
で
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
い
る

（
同
上
第
二
巻
、
五
〇
七
頁
）。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
経
験
」
の
、「
習
慣
」
の
所
産
で
し
か
な

く
、「
習
慣
」
と
は
「
関
係
」「
連
合
」
の
経
験
的
確
立
で
あ
る
、
と
ル
ヌ
ヴ

ィ
エ
は
言
う
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
カ
ン
ト
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
に
戻
る
こ

と
を
意
味
す
る
が
、
実
際
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
自
分
の
師
は
カ
ン
ト
で
あ
る
と

同
時
に
ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
関
係
」
が
そ

の
つ
ど
あ
る
項
と
あ
る
項
の
あ
い
だ
で
あ
る
仕
方
で
偶
然
的
に
結
ば
れ
る

と
す
る
と
、
カ
ン
ト
が
ヒ
ュ
ー
ム
を
揶
揄
し
て
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら

の
「
関
係
」
は
統
一
的
体
系
を
成
す
こ
と
な
く
単
な
る
「
堆
積
」
に
と
ど
ま

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、「
関
係
」
を
「
合
成
」
と
み
な
す
ル

ヌ
ヴ
ィ
エ
の
考
え
を
批
判
し
つ
つ
、「
関
係
」
を
項
に
と
っ
て
内
的
な
も

の
と
み
な
し
、
諸
項
の
弁
証
法
的
全
体
化
の
可
能
性
を
追
求
し
た
の
が
ア

ム
ラ
ン
の
試
み
だ
っ
た
の
だ
。
逆
に
、「
関
係
の
外
在
性
」
と
い
う
考
え

を
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
引
き
出
し
た
の
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
側
に
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

リ
ク
ー
ル
を
手
掛
か
り
に
少
々
調
査
を
進
め
て
み
た
が
、
ご
覧
の
と

お
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
関
し
て
は
傍

証
と
す
ら
呼
べ
な
い
こ
と
し
か
判
明
し
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
た
し
か
に
、
状
況
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ル
ヌ
ヴ
ィ

エ
自
身
に
つ
い
て
は
ロ
ラ
ン
・
フ
ェ
デ
ィ
の
『
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ

の
哲
学
に
お
け
る
認
識
の
問
題
』（Lau

ren
t Fed

i : Le problèm
e d

e 

la
 con

n
a

issa
n

ce d
a

n
s la

 ph
ilosoph

ie d
e C

h
a

rles R
en

ou
veir, 

L’H
arm

attan
, 1998

）
の
よ
う
な
力
作
が
す
で
に
あ
り
、
プ
ル
ー
ス
ト

に
つ
い
て
も
、
マ
リ
リ
ン
・
Ｍ
・
ザ
ッ
ク
ス
の
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ

ム
ズ
か
ら
見
た
プ
ル
ー
ス
ト
』（M

arylin
 M

. Sach
s : M

a
rcel P

rou
st 

in
 th

e ligh
t of W

illia
m

 Ja
m

es, Lexin
gto

n
 B

o
o
k
s, 2014

）
の
よ

う
な
研
究
が
よ
う
や
く
出
て
、
自
身
が
主
宰
す
る
雑
誌
『
哲
学
的
批
判
』

で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
欧
州
に
デ
ヴ
ュ
ー
さ
せ
た
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
存
在
が
闇

か
ら
引
き
出
さ
れ
た
。
専
門
的
研
究
者
の
方
々
は
、
こ
の
点
に
関
し
て

筆
者
の
知
ら
な
い
数
々
の
文
献
を
ご
存
知
か
も
し
れ
な
い
（
例
え
ばLu

c 

Fraisse : L’éclectism
e ph

ilosoph
iqu

e d
e M

a
rcel P

rou
st, P

U
P
S, 

2013

）。
と
も
あ
れ
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
関
し
て
何
か
確
定

的
な
こ
と
を
言
う
こ
と
は
筆
者
に
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
つ
も
り
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も
な
い
。
近
々
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
著
作
を
読
み
進
め
な
が
ら
、
ま
さ
に
フ
ラ

ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
よ
う
に
甦
っ
た
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
幾
つ
か

の
場
面
、
幾
つ
か
の
言
葉
を
以
下
に
書
き
連
ね
る
こ
と
で
、
今
後
の
プ
ル

ー
ス
ト
研
究
に
僅
か
な
り
と
も
資
す
る
点
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
本
論
の
意

図
は
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　

Ⅲ

　

最
終
的
に
は
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
作

品
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
『
心
の
間
歇
』
と
い
う
題
を
与
え
よ
う
と
考
え

て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
結
局
は
放
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
、

『
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
』
二
・
一
と
二
・
二
の
あ
い
だ
に
は
、「
心
の
間
歇
」
と

い
う
題
を
付
さ
れ
た
独
立
し
た
テ
ク
ス
ト
が
間
奏
曲
の
よ
う
に
置
か
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
作
品
の
少
な
か
ら
ざ
る
箇
所
で
「
間
歇
」
と
い
う
措

辞
が
用
い
ら
れ
、『
ス
ワ
ン
の
家
の
ほ
う
へ
』
に
は
「
サ
ン
ザ
シ
の
間
歇
的

な
匂
い
」、『
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
に
』
に
は
「
心
は
間
歇
性
を
そ
の

法
則
と
し
て
い
る
」、『
囚
わ
れ
の
女
』
に
は
「
嫉
妬
は
間
歇
的
な
病
で
あ

る
」
と
、
決
定
的
と
も
言
え
る
数
々
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
も
お
り
、「
間

歇
」
な
る
も
の
へ
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
愛
着
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
間
歇
」
の
観
念
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
生
理
学
者
・

解
剖
学
者
ビ
シ
ャ
（M

arie Fran
ço

is X
avier B

ich
at, 1771–1802

）

と
彼
の
『
生
と
死
に
つ
い
て
の
生
理
学
的
研
究
』（R

ech
erch

es 

physiologiqu
es su

r la
 vie et la

 m
ort, 1800

）
に
そ
れ
を
求
め
る
研

究
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
2
、
実
を
言
う
と
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は

ビ
シ
ャ
の
説
を
批
判
し
つ
つ
み
ず
か
ら
「
間
歇
」
の
観
念
を
提
起
し
た
哲

学
者
だ
っ
た
。
以
下
に
、『
総
体
的
批
判
』
第
二
巻
『
批
判
主
義
の
諸
原

理
に
即
し
た
理
性
的
心
理
学
』
の
第
一
〇
章
（
続
）「
反
省
的
意
識
の
堕
落

の
法
則
、
眠
り
の
一
般
的
観
念
、
人
間
に
お
け
る
覚
醒
と
眠
り
、
夢
遊

症
」（Lo

is d
e la d

égrad
atio

n
 d

e la co
n
scien

ce réfl
éch

ie. Id
ée 

gén
érale d

u
 so

m
m

eil. V
eille et so

m
m

eil d
an

s l’h
o
m

m
e. Le 

so
m

n
an

b
u
lism

e, E
ssa

s d
e critiqu

e gén
éra

le, D
eu

xièm
e E

ssa
i 

: T
ra

ité d
e psych

ologie ra
tion

n
elle d

’a
près les prin

cipes d
u

 

criticism
e, 1858

）
で
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
が
ビ
シ
ャ
に
言
及
し
た
箇
所
を
引

用
す
る
が
、
引
用
文
中
「
有
機
的
生
」（vie o

rgan
iq

u
e

）
と
あ
る
の
は
、

例
え
ば
就
寝
中
や
失
神
中
に
も
停
止
し
な
い
と
想
定
さ
れ
て
い
る
心
臓
の

鼓
動
、
血
液
の
循
環
、
呼
吸
、
消
化
な
ど
の
機
能
で
あ
り
、
一
方
「
動
物

的
生
」（vie an

im
ale

）
と
あ
る
の
は
、
上
記
の
状
態
で
一
時
停
止
さ
れ

る
と
み
な
さ
れ
た
摂
食
や
視
覚
な
ど
の
機
能
を
指
し
て
い
る
。

　
「
有
機
的
生
に
お
け
る
活
動
の
連
続
性
、
動
物
的
生
に
お
け
る
活
動
の

間
歇
、
と
い
う
ビ
シ
ャ
の
周
知
の
定
式
を
厳
密
に
受
け
止
め
る
こ
と
を
お

そ
ら
く
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
の
生

理
学
者
の
考
え
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
私
は
問
い
が
明

晰
な
仕
方
で
彼
に
提
起
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は

り
、
事
実
だ
け
に
即
し
て
判
断
す
る
に
、
律
動
的
な
有
機
的
諸
運
動
の
原
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因
の
な
か
に
も
間
歇
は
多
分
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
不
断
の
有
機
的
活

動
に
適
合
し
た
何
ら
か
の
機
構
を
想
像
す
る
こ
と
で
間
歇
を
否
定
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
証
拠
の
な
い
仮
説
を
た
て
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
括
約

筋
の
収
縮
に
お
け
る
よ
う
に
連
続
性
が
明
白
な
と
こ
ろ
で
も
、
そ
の
間
歇

を
認
め
る
術
を
知
ら
な
い
者
た
ち
に
対
し
て
、
こ
の
連
続
性
が
腕
時
計
の

針
の
動
き
と
別
物
で
あ
る
の
を
証
明
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
た
だ
、
ど

ん
な
分
野
の
諸
現
象
に
つ
い
て
も
そ
の
連
続
性
を
棄
却
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
つ
い
て
、
こ
の
連
続
性
が
何
ら
か
の
持
続
に
お

け
る
現
実
的
無
限
数
（n

om
bre in

fi
n

i effectif

）
を
含
む
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
は
不
条
理
な
の
で
あ
る
。」（p

. 213

）

　

私
た
ち
に
連
続
的
な
動
き
と
映
る
も
の
が
不
連
続
な
映
像
の
連
な
り
で

あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
映
画
の
例
を
挙
げ

る
だ
け
で
納
得
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
連
続
的
と
思
い
込
ん
で
い
る

も
の
が
真
に
連
続
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
現
象
の
任
意
の
二
つ
の
項

の
あ
い
だ
に
「
現
勢
的
無
限
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
す
で
に
カ
ン

ト
ー
ル
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
二
つ
の
項
と
い
う
始
ま
り
と
終
わ
り
の

あ
い
だ
に
「
現
勢
的
無
限
」
が
あ
る
こ
と
を
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
背
理
の
最
た

る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
同
郷
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
そ
の
ひ
と
か

ら
「
微
分
」（
超
越
的
解
析
）
を
学
ん
だ
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
が
ど
の
よ
う
に
無
限

の
問
題
を
考
え
た
て
い
の
か
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
が
、「
動
物
的
生
」

「
有
機
的
生
」
双
方
に
加
え
て
、「
意
識
的
生
」「
心
的
生
」
を
も
彼
は
不
連

続
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
「
間
歇
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ

に
抗
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
意
識
の
直
接
的
所
与
に
つ
い
て
の
試
論
』
を

書
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
間
歇
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、「
眠
り
」
と
「
覚
醒
」
も
ま
た
「
意

識
的
生
」
の
「
間
歇
」
を
表
す
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な

く
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
冒
頭
は
も
と
よ
り
、
そ
の
全
編
を
通

じ
て
描
か
れ
た
現
象
で
、
そ
こ
に
は
「
夢
」「
夢
想
」「
不
眠
」
な
ど
の
諸

現
象
が
付
随
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
博
識
の

歴
史
家
・
民
俗
学
者
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
モ
ー
リ
ー
（A

lfred
 M

au
ry, 

1817–1892

）
の
『
眠
り
と
夢
』（Le som

m
eil et les rêves, 1861

）
と

プ
ル
ー
ス
ト
と
の
連
関
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
先
に
示
し
た
題

名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
モ
ー
リ
ー
の
三
年
前
に
こ
れ

ら
の
現
象
に
考
察
を
加
え
て
い
た
。

　

夢
（rêve

）
と
い
う
こ
の
状
態
に
あ
っ
て
は
、
意
欲
の
力
は
表
に

出
ず
、
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
、
無
に
等
し
い
の
だ
が
、
こ
の
よ
う

な
状
態
は
あ
る
時
は
、
諸
表
象
の
機
械
的
な
連
繋
か
ら
成
り
、
そ
の

順
序
は
、
習
慣
に
転
じ
た
先
行
的
諸
印
象
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ

の
連
繋
は
ま
た
あ
る
時
は
脈
絡
を
欠
い
て
も
い
る
。
数
々
の
語
や
像

が
ち
ぐ
は
ぐ
に
投
げ
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
連
関
も
観
察
し
難
い
。
な

ぜ
な
ら
、
現
象
は
夢
見
る
者
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
や
変
容
し
て
し

ま
う
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
若
干
の
瞬
間
的
所
与
を
そ
こ
で
捉
え
る

こ
と
は
で
き
る
し
、
無
秩
序
、
予
見
不
能
で
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
歩
み
、

知
覚
可
能
な
一
切
の
規
則
の
不
在
を
確
認
す
る
に
は
そ
れ
で
十
分
で

あ
る
。
夢
は
時
に
覚
醒
か
ら
眠
り
へ
の
移
行
で
あ
る
。
夢
は
、
完
全
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に
鈍
化
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
も
が
く
意
識
に
付
随
し
て
、
様
々
な

不
眠
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
を
占
め
て
い
る
。（p

. 219

）

様
々
な
論
点
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
一
節
で
あ
る
が
、「
ほ
と
ん

ど
意
識
さ
れ
ず
」（p

resq
u
e p

as co
n
scien

te

）
と
い
う
表
現
に
ま
ず
注

目
し
て
み
よ
う
。
心
的
生
な
い
し
意
識
的
生
は
間
歇
的
で
不
連
続
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
欠
落
部
な
い
し
隙
間
の
ご
と
き
も
の
を
有
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
こ
に
意
識
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
意
識
は

「
ほ
と
ん
ど
」
な
い
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
半
意

識
」（d

em
i–co

n
scien

ce

）
と
呼
び
う
る
程
度
を
は
る
か
に
超
え
た
意
識

の
減
衰
で
あ
る
け
れ
ど
も
「
純
粋
無
意
識
」（in

co
n
scien

t p
u
r

）
で
は

な
い
、
と
い
う
の
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
主
張
で
あ
っ
た
。

半
意
識
と
で
も
呼
び
う
る
も
の
、
し
か
し
、
そ
れ
は
実
際
に
は
形
成

途
上
も
し
く
は
予
感
の
状
態
に
あ
り
、
束
の
間
の
は
か
な
い
形
式
を

ま
と
っ
た
不
分
明
な
感
情
、
潜
在
的
思
考
―
混
濁
し
た
統
合
に
し

て
か
つ
未
分
化
で
曖
昧
な
表
象
と
し
て
、
消
え
ゆ
く
意
識
に
ま
で
下

降
す
る
。（p

. 71

）

「
諸
現
象
の
意
識
的
性
格
の
減
衰
の
論
理
的
極
端
ま
で
行
く
こ
と
が

で
き
る
と
想
像
し
、
純
粋
無
意
識
の
仮
説
を
導
入
し
、
表
象
に
認
め

ら
れ
る
多
少
な
り
と
も
意
識
的
な
効
果
を
そ
の
ま
ま
純
粋
無
意
識
に

あ
て
が
う
こ
と
、
そ
れ
は
可
知
性
の
領
野
の
外
に
出
る
こ
と
で
あ
り
、

諸
君
を
こ
こ
ま
で
導
い
た
思
弁
の
な
か
で
唯
一
拠
り
所
と
し
う
る
観

念
に
背
く
こ
と
で
あ
る
。」（p

. 58

）

意
識
的
生
は
不
連
続
だ
が
、
意
識
は
至
る
所
に
、
つ
ね
に
あ
る
。
こ
う

主
張
す
る
に
際
し
て
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
、『
人
間
知
性
新
論
』
な
ど
で
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
提
起
し
た
「
微
小
知
覚
」（p

etites p
ercep

tio
n
s

）
の
理

論
に
依
拠
し
て
い
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
著
作
を
読
ん
だ

と
い
う
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
事
実
で
あ
り
、「
可
能
世
界
」
の
観
念
な

ど
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
あ
い
だ
の
影
響
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
次

に
引
く
箇
所
な
ど
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
、
ま
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
は
「
無
意
識
（
的
）」
と
い
う
措
辞
を
用
い

て
い
る
と
は
い
え
、「
微
小
知
覚
」
を
め
ぐ
る
叙
述
そ
の
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

夢
の
世
界
は
覚
醒
の
世
界
と
は
ち
が
っ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
覚

醒
の
世
界
は
よ
り
真
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ

の
逆
な
の
だ
。
睡
眠
の
世
界
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
あ
ま
り
に

も
数
多
く
詰
め
込
ま
れ
、
そ
の
各
々
が
他
の
も
の
と
重
な
り
合
っ
て

意
味
も
な
く
裏
地
や
覆
い
を
つ
け
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
目
覚
め

の
朦
朧
状
態
の
な
か
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
判
別
す
る
す
べ
も

な
い
。（A

 la
 rech

erch
e d

u
 tem

ps perd
u

, B
ib

lio
th

èq
u
e d

e 

la P
léiad

e, to
m

e III, G
allim

ard
, 1954, p

. 122

）
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「
心
の
間
歇
」
を
語
る
一
方
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
か
く
も
長
い
時
間

の
全
体
に
は
「
ひ
と
つ
の
中
断
も
な
い
」
と
も
書
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
何
の
矛
盾
も
な
か
っ
た
の
だ
。
第
二
に
注
目
す
べ
き
は
、
ル
ヌ
ヴ
ィ

エ
が
意
識
の
減
衰
を
「
習
慣
」
の
形
成
と
結
び
つ
け
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
」
の
改
変
を
生
涯
の
課
題
と
み
な
し
て
い
た

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
が
、「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
筆
頭
に
「
関
係
」
を
掲
げ
、「
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
を
先
験
的
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
「
習
慣
」
と
し
て
呈
示
し

た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
だ
が
、
誰
も
が
知
る
よ
う
に
、『
失
わ
れ
た

時
を
求
め
て
』
も
ま
た
「
習
慣
」
の
物
語
で
あ
っ
た
。
思
い
返
せ
ば
、
メ

ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
（Fran

ço
is P

ierre G
o
n
tier M

ain
e d

e B
iran

, 

1766–1824

）
の
「
思
考
の
能
力
へ
の
習
慣
の
影
響
」（In

fl
u
en

ce d
e 

l’h
ab

itu
d
e su

r la facu
lté d

e p
en

ser

）
が
書
か
れ
た
の
は
一
七
九
九

年
、『
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学
報
告
』
で
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
言
及
し
て

彼
を
著
名
人
な
ら
し
め
た
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
（Félix 

R
avaisso

n
, 1813–1900

）
の
博
士
論
文
『
習
慣
に
つ
い
て
』（D

e 

l’h
a

bitu
d

e

）
の
提
出
は
一
八
三
七
年
、
そ
の
後
一
三
〇
年
の
歳
月
を
経

て
、『
プ
ル
ー
ス
ト
と
徴
し
』
の
著
者
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
差
異
と
反
復
』
に
、

「
わ
れ
わ
れ
は
習
慣
の
神
秘
（m

ystère d
e l’h

a
bitu

d
e

）
の
す
ぐ
近
く

に
い
る
と
感
じ
て
い
る
が
、「
習
慣
的
に
」
習
慣
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
何
も
認
識
し
て
い
な
い
」（D

ifféren
ce et répétition

, P
U

F, 

1959, p
. 100

）
と
書
き
記
し
、
最
後
の
テ
ク
ス
ト
「
内
在
、
ひ
と
つ
の

生
…
…
」（L’Im

m
an

ece : U
n
e vie…

）
の
な
か
で
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・

ビ
ラ
ン
の
偉
業
を
称
え
る
こ
と
に
な
る
。
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
、
こ
の
広
大
な

循
環
の
「
失
わ
れ
た
環
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

意
識
の
減
衰
と
「
習
慣
」
形
成
と
の
結
び
つ
き
は
そ
の
裏
面
を
有
し
て

い
た
。「
習
慣
」
を
破
壊
す
る
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
と
き
、
私
た

ち
は
「
頭
が
真
っ
白
に
な
っ
た
」「
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
」
な
ど
と
言
う
が
、

こ
れ
ら
は
意
識
的
生
の
断
絶
を
証
示
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

事
態
を
指
示
す
る
た
め
に
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
「
眩
暈
」（vertige

）
と
い
う

語
を
用
い
た
。「
世
界
で
最
も
偉
大
な
哲
学
者
が
心
配
な
い
だ
け
十
分
に

幅
の
あ
る
板
の
上
に
い
て
、
そ
の
下
が
断
崖
に
な
っ
て
い
る
と
き
、
ど
れ

ほ
ど
彼
の
理
性
が
安
全
だ
と
彼
を
説
得
し
よ
う
と
も
、
彼
の
想
像
力
の

ほ
う
が
勝
っ
て
し
ま
う
」
と
は
、
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
の
一
節
で
あ
り
、

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
パ
ス
カ
ル
か
ら
こ
の
「
眩
暈
」
の
観
念
を
引
き
出
し
た
の

だ
が
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
末
尾
に
も
、
崖
を
見
下
ろ
す
こ
の

哲
学
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る
叙
述
が
見
出
さ
れ
る
。

　

こ
の
時
間
は
私
の
生
で
あ
り
、
私
自
身
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ど

の
瞬
間
に
も
私
は
こ
の
時
間
を
自
分
に
結
び
つ
け
、
時
間
は
私
を

支
え
、
私
は
こ
の
時
間
の
眩
暈
の
す
る
よ
う
な
頂
上
（so

m
m

et 

vertigin
eu

x

）
に
よ
じ
登
り
、
自
分
と
共
に
時
間
を
移
動
さ
せ
ね
ば

自
分
も
動
け
な
か
っ
た
の
だ
。
コ
ン
ブ
レ
ー
の
庭
の
小
鈴
の
音
を
聞

い
て
い
た
日
付
は
、
実
に
遠
く
隔
た
っ
て
は
い
る
が
私
の
内
部
に
あ

り
、
私
が
そ
れ
を
所
有
し
て
い
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
広
大
無
辺
な

こ
の
次
元
の
ひ
と
つ
の
指
標
だ
っ
た
。
私
は
自
分
の
下
に
、
と
は
言
っ

て
も
自
分
の
な
か
に
、
千
尋
の
谷
と
数
多
の
年
月
を
望
見
し
て
眩
暈
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（vertige

）
を
覚
え
る
の
だ
っ
た
。（to

m
e III, p

. 1047

）

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
よ
る
と
、
身
体
的
「
眩
暈
」
と
心
的
「
眩
暈
」
が
あ
る
だ

け
で
は
な
い
。
あ
る
人
物
の
「
眩
暈
」
が
「
奇
蹟
」
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
が

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
タ
ル
ド
の
言
う
「
模
倣
」
に
よ
っ
て
伝
播
す
る
と
き
、「
眩

暈
」
は
「
社
会
心
理
学
的
眩
暈
」
で
あ
る
。「
現
勢
的
無
限
」
の
ご
と
き
も

の
を
「
実
体
」
と
み
な
す
「
形
而
上
学
的
眩
暈
」
も
あ
る
。
た
だ
、
い
ず

れ
の
場
合
に
も
、「
眩
暈
」
を
惹
起
し
た
原
因
が
判
明
し
た
後
も
「
眩
暈
」

が
終
止
し
な
い
と
き
、「
眩
暈
」
は
異
常
な
も
の
、
病
的
な
も
の
と
化
す
。

そ
う
な
る
と
、
こ
の
者
は
も
は
や
他
人
の
言
葉
を
寄
せ
つ
け
ず
自
分
の
虚

し
い
判
断
に
閉
じ
籠
る
。
か
く
し
て
、
反
省
能
力
の
喪
失
は
人
格
的
同
一

性
の
喪
失
を
招
き
、
ひ
と
は
狂
気
に
陥
る
。「
ど
ん
な
人
間
に
も
狂
気
の

要
素
が
存
在
す
る
」
の
だ
が
、
こ
れ
ら
様
々
な
「
眩
暈
」
を
治
癒
に
導
く

こ
と
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
と
っ
て
は
「
教
育
」
の
本
義
で
あ
り
、
い
か
な
る

絶
対
的
な
も
の
も
認
め
ず
、「
不
連
続
性
」
を
、
自
由
な
意
志
の
自
己
創

造
の
機
会
た
ら
し
め
る
「
現
象
主
義
」
の
「
相
対
的
原
理
」、
そ
れ
が
「
教

育
」
の
方
法
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
不
連
続
性
」
は

「
有
限
で
ば
ら
ば
ら
な
断
片
」（
ジ
ャ
ン
＝
ク
レ
・
マ
ル
タ
ン
）
を
含
意
せ

ざ
る
を
え
ず
、
断
片
の
縁
と
縁
を
合
わ
せ
て
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
の
は
そ

も
そ
も
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。「
夢
」
を
め
ぐ
る
先
の
引
用
文

で
「
無
秩
序
、
予
見
不
能
で
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
歩
み
、
知
覚
可
能
な
一
切

の
規
則
の
不
在
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、「
夢
」
は
時
に
は
そ
の
よ
う

な
「
無
秩
序
」
と
し
て
現
れ
る
が
、
時
に
は
「
機
械
的
な
連
繋
」（su

ite 

m
ach

in
ale

）
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
後
者
の
連

繋
に
「
習
慣
」
が
効
果
を
発
揮
す
る
と
も
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ

う
か
。

そ
れ
は
ま
ず
、「
想
像
力
」
が
例
え
ば
獣
の
半
身
と
人
間
の
半
身
を
結

合
す
る
こ
と
で
荒
唐
無
稽
な
何
か
を
作
り
出
す
の
と
同
様
に
、「
習
慣
」

が
、
結
び
つ
く
は
ず
の
な
い
断
片
を
も
結
び
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。「
習
慣
」
と
化
し
た
動
作
を
改
め
て
分
析
し
て
み
る
と
、
当
然

結
び
つ
く
べ
き
も
の
が
そ
こ
で
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
然
結
び
つ
く
べ
き
も
の
と
い
う
考
え
そ
れ

自
体
が
そ
も
そ
も
い
か
に
根
拠
薄
弱
な
も
の
で
あ
る
か
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
や
、
だ
か
ら
こ
そ
、
一
連
の
行
動
が
ほ
と
ん
ど
主

体
的
意
志
に
係
り
な
く
機
械
的
に
遂
行
さ
れ
る
の
だ
。
プ
ル
ー
ス
ト
自

身
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
の
『
回
想
録
』
か
ら
「
メ
カ
ニ
ッ
ク
」
と
い
う
語
を
借

用
し
て
、「
ル
イ
十
四
世
の
こ
と
な
ど
考
え
た
こ
と
も
な
い
の
に
、
自
分

の
起
床
や
、
昼
食
や
、
休
息
と
い
っ
た
一
日
の
も
っ
と
も
無
意
味
な
行
為

が
、
そ
の
暴
君
的
奇
抜
さ
ゆ
え
に
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
に

お
け
る
「
メ
カ
ニ
ッ
ク
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
面
白
さ
を
備
え
る
に
至
っ
た
」

（to
m

e I, p
. 117

）
と
書
き
記
し
て
い
る
。

「
眩
暈
」
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
「
機
械
的
な
連
繋
」
が
昂
じ
て
、
当
人

の
意
思
に
は
係
わ
り
の
な
い
病
的
な
反
復
と
化
す
こ
と
が
あ
る
。「
無
意

識
」
と
い
う
も
の
を
拒
ん
だ
と
い
う
点
で
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
の
仕
事
は
、
フ
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ロ
イ
ト
に
抗
し
て
「
無
意
識
は
言
葉
の
綾
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
い
放
っ
た

ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
（P

ierre Jan
et, 1859–1947

）
の
先
駆
と
な
っ
た
。

そ
の
ジ
ャ
ネ
が
「
心
的
自
動
症
」（au

to
m

atism
e m

en
tal

）
と
呼
ぶ
症

例
で
は
、「
現
実
へ
の
注
意
」（atten

tio
n
 à la vie

）
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
た
「
意
識
野
」（ch

am
p
 d

e co
n
scien

ce

）
が
注
意
力
の
低
下
に
よ
っ

て
視
野
が
狭
窄
す
る
よ
う
に
狭
窄
し
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
、
統
合

さ
れ
ざ
る
諸
断
片
が
独
自
の
動
き
を
始
め
、
患
者
は
そ
れ
を
意
志
的
に
開

始
す
る
こ
と
も
中
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。『
失
わ
れ
た
時
を
求

め
て
』
の
な
か
に
は
、「
精
神
衰
弱
」「
解
離
」
な
ど
に
陥
っ
た
ジ
ャ
ネ
の

患
者
に
似
た
登
場
人
物
た
ち
が
多
数
登
場
す
る
。
な
か
で
も
興
味
深
い
の

は
レ
オ
ニ
ー
叔
母
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
描
写
で
あ
ろ
う
か
。

隣
の
寝
室
か
ら
、
叔
母
が
ひ
と
り
小
声
で
話
す
の
が
聞
こ
え
て
く

る
。
叔
母
は
い
つ
も
か
な
り
小
さ
な
声
で
話
す
の
だ
が
、
そ
れ
は

頭
の
な
か
に
何
か
壊
れ
て
浮
遊
し
て
い
る
も
の
（q

u
elq

u
e ch

o
se 

d
e cassé et fl

o
ttan

t

）
が
あ
っ
て
、
大
き
な
声
で
話
す
と
そ
の
位

置
が
ず
れ
て
し
ま
う
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。（ibid

., p
. 50

）

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
の
な
か
に
潜
む
も
う
ひ
と
り
の

シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
に
つ
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
見
出
さ
れ
た
時
』
で
「
下

意
識
」（le su

b
co

n
scien

t

）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
無

意
識
」
を
斥
け
た
ジ
ャ
ネ
が
そ
の
代
わ
り
に
用
い
た
語
で
あ
る
。
ジ
ャ
ネ

を
有
名
に
し
た
の
は
叔
父
の
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
に
よ
っ
て
一
八
八
五
年
に

報
告
さ
れ
た
「
レ
オ
ニ
ー
症
例
」（le cas d

e Léo
n
ie

）
で
あ
っ
た
。「
レ

オ
ニ
ー
叔
母
」（tan

te Léo
n
ie

）
と
の
あ
い
だ
に
は
名
の
共
通
性
以
外
何

の
連
関
も
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
、
識
者
の

考
え
を
伺
い
た
い
。
と
も
あ
れ
、
ジ
ャ
ネ
の
ほ
う
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失

わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
、
こ
れ
は
間
違

い
な
い
。
一
九
二
九
年
三
月
四
日
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
の

講
義
で
、
ジ
ャ
ネ
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
人
格
の
多
重
化
を

取
り
上
げ
て
い
る
。

他
人
た
ち
の
人
格
の
う
ち
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
尚
更
の
こ
と
自
分
自

身
の
人
格
の
う
ち
で
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
不
断
の
多
重
化
が
存
在

す
る
。
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
が
恋
人
の
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
死

を
自
分
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
愉
快
な
箇
所
も
ご
紹
介
し

て
お
き
た
い
。
彼
は
尋
常
な
ら
ざ
る
困
難
を
感
じ
て
い
る
。「
私
の

な
か
に
は
ま
さ
に
、
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
死
を
知
っ
て
い
る
ひ
と
つ

の
人
格
が
あ
る
。
そ
う
だ
、
私
は
彼
女
の
死
を
こ
の
人
格
に
物
語
っ

た
。
彼
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
死
を
知
ら
な
い

も
う
ひ
と
つ
の
人
格
も
存
在
し
て
い
て
、
彼
に
は
そ
れ
を
話
し
て
や

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
プ
ル
ー
ス
ト
は
何
頁
も
何
頁
も
使
っ
て

（
彼
は
少
々
長
く
書
き
す
ぎ
る
し
、
少
々
混
乱
し
た
作
家
だ
）、
自
分

自
身
の
な
か
に
、
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
死
を
知
ら
せ
て
や
ら
ね
ば
な

ら
な
い
一
〇
も
の
人
格
が
あ
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
各
々
の
人
格

は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
仕
方
で
報
せ
を
聞
き
、
特
殊
な
仕
方
で
反
応
す
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る
。（L’évolu

tion
 psych

ologiqu
e d

e la
 person

n
a

lité, n
o
u
-

velle ed
itio

n
 rééd

ité en
 1984 p

ar les so
in

s d
e la So

ciété 

P
ierre Jan

et avec le co
n
co

u
rs d

u
 C

N
R
S, p

. 295

） 
た
し
か
に
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
晩
年
「
ペ
ル
ソ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
唱
え

て
人
格
の
意
志
的
統
一
性
を
強
調
し
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ー
ニ
エ

（E
m

m
an

u
el M

o
u
n
ier, 1905–1950

）
ら
の
思
想
の
礎
を
築
く
こ
と
に

な
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
解
離
性
多
重
人
格
の
理
論
を
先
駆
的
に
先
取
り

し
た
哲
学
者
で
あ
り
、
こ
の
『
新
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
の
著
者
の
言
う
「
モ

ナ
ド
」
の
な
か
に
断
片
人
格
が
入
れ
子
状
に
重
畳
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、

こ
の
点
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
優
れ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
研
究
家
の
ジ
ャ
ン

＝
ク
レ
・
マ
ル
タ
ン
（Jean

–C
let M

atin
, 1958–

）
が
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
を

語
っ
た
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
は
断
層
や
、
絶
対
的
に
独
立
し
た
諸
断
片
と
モ
ナ
ド
の

点
在
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
有
限
論
的
世
界
を
切
り
開
い
た
。
そ
れ
ら

の
あ
い
だ
の
結
び
つ
き
は
モ
ナ
ド
間
の
放
射
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
こ

の
多
元
的
宇
宙
は
ひ
と
つ
の
世
界
と
し
て
で
は
な
く
、
互
い
に
連
接

し
入
れ
子
状
に
な
っ
た
、
連
続
性
も
進
化
も
な
い
可
能
世
界
の
ひ
と

つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。（（『
百
人
の
哲
学
者　

百
の
哲
学
』
河
出
書

房
新
社
、
三
六
一
頁
。
引
用
に
あ
た
っ
て
若
干
訳
語
、
訳
文
を
変
更

し
た
）

 
 

＊

連
続
的
と
見
え
る
世
界
が
崩
壊
し
断
片
化
し
た
異
界
。
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
生
存
の
断
片
」（fragm

en
ts d

’existen
ce

）

と
い
っ
た
表
現
の
使
用
を
見
て
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
そ
れ
を
決
し
て
否

定
的
に
捉
え
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。「
習
慣
」
の
形
成
と
獲
得

（co
n
tractio

n

）
の
物
語
で
あ
る
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
が
「
習
慣
」

の
解
体
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、「
自
然
の
な
か
で
夢
想
す
る
と
き
は
、

習
慣
の
は
た
ら
き
が
中
断
さ
れ
、
事
物
に
つ
い
て
私
た
ち
が
抱
く
抽
象
的

想
念
は
脇
に
に
置
か
れ
て
、
自
分
の
い
る
場
所
の
独
自
性
、
そ
の
個
別
の

生
を
心
底
か
ら
信
じ
る
よ
う
に
な
る
」（ibid

., p
p
. 154–155

）
と
い
っ

た
一
文
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
決
定
的
と
思
わ
れ
る
の

は
、「
徴
し
」（sign

e

）
を
「
習
慣
」
の
喪
失
と
結
び
つ
け
た
次
の
一
節
で

あ
る
。私

に
必
要
だ
っ
た
の
は
、
私
を
取
り
巻
い
て
い
た
ど
ん
な
小
さ
な
徴

し（sign
e

）に
も（
ゲ
ル
マ
ン
ト
、
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
、

サ
ン
＝
ル
ー
、
バ
ル
ベ
ッ
ク
、
等
々
に
も
）、
習
慣
が
私
に
失
わ
せ

て
し
ま
っ
た
そ
れ
ら
の
徴
し
の
も
つ
意
味
を
、
取
り
戻
す
こ
と
だ
っ

た
。（to

m
e III, p

. 897

）

「
私
は
」
と
発
語
す
る
こ
と
も
、
鏡
の
面
に
「
私
の
顔
」
を
認
知
す
る
こ

と
も
、「
私
の
顔
」
と
「
仮
面
」
を
区
別
す
る
こ
と
も
実
は
必
然
的
根
拠
な
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き
「
習
慣
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
習
慣
」
の
な
い
世
界
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
う
「
失
わ
れ
た
時
」
は
「
無
意
志

的
記
憶
」
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
、
ひ
い
て
は
物
語
ら
れ
る
よ
う
な
時
で
は

決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
ラ
カ
ン
に
お
け
る
「
対
象
ａ
」
の
よ
う
に
決
定
的

に
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
「
痕
跡
」
な
い

し
「
徴
し
」
だ
け
を
感
知
で
き
る
よ
う
な
、
い
や
、
そ
の
た
め
に
も
こ
の

膨
大
な
言
葉
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
「
純
粋
想
起
」（so

u
ven

ir p
u
r

）
と
呼
び
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
記
憶

を
絶
し
た
過
去
」（im

m
ém

o
rial

）
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
コ
ン
ブ
レ
ー
の

幼
少
期
に
も
先
立
つ
「
鏡
の
段
階
」
以
前
の
世
界
で
あ
り
、
長
編
『
失
わ

れ
た
時
を
求
め
て
』
を
締
め
括
る
「
時
間
の
な
か
へ
」
と
い
う
表
現
は
こ

の
想
起
不
能
な
時
間
へ
の
「
閾
」
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
「
閾
」
を
表
す
語

が
プ
ル
ー
ス
ト
に
あ
っ
て
は
「
星
雲
」（n

éb
u
leu

se

）
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
断
片
」
は
個
体
の
欠
片
で
は
な
く
、
気
体
と
流
体

と
個
体
と
の
相
転
移
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

実
を
言
う
と
、
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
も
ま
た
一
八
世
紀
の
天
文
学
者
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
ル
シ
ェ
ル
〔
ハ
ー
シ
ェ
ル
〕（W

illiam
 H

ersch
el, 

1738–1822

）
の
仕
事
に
注
目
し
、
宇
宙
の
初
期
状
態
な
ら
び
に
末
期
状

態
を
指
す
語
と
し
て
、「
星
雲
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。
そ
し
て
、
キ
リ

ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
の
国
教
と
な
ら
な
か
っ
た
時
の
世
界
史
を
『
ユ
ク
ロ
ニ

ー
。
実
際
に
そ
う
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
う
で
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な

い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
展
開
の
外
伝
歴
史
素
描
』（U

ch
ron

ie. E
squ

isse 

h
istoriqu

e a
pocryph

e d
u

 d
éveloppem

en
t d

e la
 civilisa

tion
 

eu
rop

éen
n

e tel q
u

’il n
’a

 p
a

s été, tel q
u

’il a
u

ra
it p

u
 être, 

1856, 1875

）
と
し
て
発
表
し
た
。「
時
間
の
な
か
へ
」
と
「
ユ
ク
ロ
ニ
ー
」

と
の
呼
応
を
感
じ
つ
つ
も
、
近
視
眼
的
比
較
の
愚
を
こ
れ
以
上
重
ね
る
こ

と
は
控
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

註1	

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
思
想
史
の
名
脇
役
た
ち
』（
河
出
書
房

新
社
、
二
〇
一
四
年
）
の
「
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
」
の
章
を
併
せ
読

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

2	

例
え
ば
、
沖
田
吉
穂
の
「
プ
ル
ー
ス
ト
と
ビ
シ
ャ
：
間
歇
性
と
習
慣

の
二
つ
の
理
論
」（
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
教
養
諸
学
研
究
会
紀
要

『
教
養
諸
學
研
究
』
一
一
六
号
、
一
一
八
号
、
一
二
六
号
、
所
収
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。


