
わ
が
国
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
哲
学
研
究
の
領
域
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲

学
で
は
な
い
「
ア
メ
リ
カ
哲
学
」
に
対
す
る
偏
見
が
存
在
し
て
い
た
。
哲

学
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
偏
見
で
あ
り
、
そ
の
た
め
哲
学

研
究
を
目
的
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
す
る
学
生
は
稀
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
、
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
の
盛
況
に
比
べ
る
と
き
、
均
衡

の
と
れ
な
い
異
常
な
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ

の
哲
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
パ
ー
ス
（
一
八
三
九
〜
一
九
一
四
）
の
仕
事

は
、
わ
が
国
で
は
十
分
に
は
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九

八
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
パ
ー
ス
の
年
代
順
著
作
集
の
刊
行
な
ど
、
ア
メ
リ

カ
で
の
パ
ー
ス
研
究
の
進
展
と
と
も
に
、
わ
が
国
で
も
最
近
に
な
っ
て

パ
ー
ス
が
よ
う
や
く
正
当
な
評
価
を
得
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
鶴
見
俊
輔
、

上
山
春
平
と
い
っ
た
ひ
と
た
ち
の
先
駆
的
な
パ
ー
ス
研
究
を
批
判
的
に
継

承
す
る
有
馬
道
子
、
伊
藤
邦
武
た
ち
の
着
実
な
仕
事
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

エ
マ
ソ
ン
を
も
視
野
に
入
れ
て
広
い
角
度
か
ら
書
か
れ
た
伊
藤
邦
武
の

『
パ
ー
ス
の
宇
宙
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）
は
そ
の
注
目
す
べ
き
成

果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
オ
ッ

ト
ー
・
ア
ー
ペ
ル
が
早
く
か
ら
パ
ー
ス
に
注
目
し
て
い
た
が
、
イ
タ
リ
ア

の
哲
学
者
・
記
号
学
者
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
か
な
り
熱
心
に
パ
ー
ス

の
仕
事
を
研
究
し
て
い
る
。
エ
ー
コ
の
記
号
論
は
パ
ー
ス
の
記
号
論
の
換

骨
奪
胎
だ
と
い
う
人
も
い
る
ほ
ど
で
あ
る
（
エ
ー
コ
に
対
す
る
ラ
カ
ン
の

影
響
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）。
エ
ー
コ
の
記
号
論
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
・
中
世
の
哲
学
・
神
学
を
背
景
に
し
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
パ
ー
ス
だ
け
の
影
響
を
重
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
が
パ
ー

ス
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

さ
て
、
パ
ー
ス
の
思
想
で
は
、
存
在
論
と
認
識
論
（
記
号
論
）
は
不
可

分
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
パ
ー
ス
が
記
号
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、

弱
者
の
言
説

パ
ー
ス
か
ら
ラ
カ
ン
へ

宇

波

彰
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そ
の
ま
ま
存
在
論
に
な
る
。
そ
の
パ
ー
ス
の
記
号
論
に
は
、
基
本
的
な
概

念
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
セ
ミ
オ
シ
ス
」（sem

iosis

記
号
連
鎖
）
が
あ
る
。

パ
ー
ス
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
が
宇
宙
全
体
で
相
互
に
連
結
し
て
い
る

よ
う
に
、
彼
の
記
号
の
解
釈
も
無
限
に
連
続
す
る
行
為
で
あ
る
。
セ
ミ
オ

シ
ス
と
は
、
対
象o
（object

）
を
記
号s

（sign

）
が
示
す
と
き
、
そ
の
記

号S

を
解
釈
項i

（interpretant

）
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス

で
あ
る
。
こ
の
解
釈
項i
は
実
際
に
は
記
号s

と
は
別
の
記
号S’

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
記
号s’

は
ま
た
別
の
記
号S’’

で
解
釈
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
は
無
限
に
続
く
。
こ
れ
を
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
「
無
限
記

号
連
鎖
」（unlim

ited
sem

iosis

）と
呼
ん
だ
。
エ
ー
コ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
記

号
連
鎖
は
時
に
は
最
初
の
対
象o

か
ら
離
れ
て
「
漂
流
」（drift

）
す
る
こ

と
に
も
な
る
。
そ
の
こ
と
は
エ
ー
コ
の
パ
ー
ス
論
で
あ
る
「
無
限
記
号
連

鎖
と
漂
流
、プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
プ
ラ
グ
マ
チ
ズ
ム
」
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
。（U

m
berto

E
co,

U
nlim

ited
sem

iosis
and

drift,
pragm

aticism

and
pragm

atism
,
in
K
enneth

L
.
K
etner

ed.,
Peirce

and
contem

porary

thought,Fordham
U
niversity

Press,1995,p.205

）
こ
の
漂
流
が
極
度
に

な
る
と
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
も
と
の
対
象o

が
見
失
わ
れ
て
、
解
釈

そ
の
も
の
が
成
立
し
な
く
な
る
。
こ
れ
が
解
釈
に
お
け
る
誤
り
を
容
認
す

る
パ
ー
ス
の
可
謬
主
義
（fallibilism

）
で
る
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
に
記

号s

が
示
し
て
い
た
対
象o

が
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ク

ス
ト
も
し
く
は
対
象o

と
は
い
っ
た
い
何
か
。
記
号
の
解
読
を
求
め
て
始

ま
る
記
号
論
が
、
漂
流
し
て
し
ま
っ
て
は
、
も
は
や
記
号
を
解
釈
す
る
方

法
と
し
て
の
記
号
論
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
く
な
る
。
解
釈
と
は
対
象o

を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
記
号
の
漂
流
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
あ

い
ま
い
さ
、
誤
謬
を
当
然
の
こ
と
と
す
る
立
場
が
、
パ
ー
ス
の
哲
学
が
い

ま
ま
で
十
分
に
評
価
さ
れ
ず
、
ま
た
パ
ー
ス
が
ア
メ
リ
カ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
か
ら
排
除
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
パ
ー
ス
は
同

時
代
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
「
弱
者
」

で
あ
っ
た
。
パ
ー
ス
は
大
学
教
授
に
な
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
晩
年
に

は
食
べ
物
に
も
事
欠
く
ほ
ど
生
活
そ
の
も
の
が
困
窮
の
状
況
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
七
年
の
パ
ー
ス
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
学
生
の
こ
と

ば
に
よ
れ
ば
、「
明
ら
か
に
栄
養
失
調
で
放
っ
て
お
か
れ
た
ら
し
い
病
気

で
弱
っ
て
い
た
一
人
の
男
」
だ
っ
た
（
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ブ
レ
ン
ト
、
有
馬
道
子

訳
『
パ
ー
ス
の
生
涯
』
新
書
館
、
二
〇
〇
四
、
五
二
〇
頁
）。
そ
し
て
極
貧

の
状
況
で
死
を
迎
え
た
と
い
わ
れ
る
。
彼
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
も

現
実
の
生
活
で
も
「
弱
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

生
き
方
と
も
共
通
す
る
と
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
二
人
と
も
、

「
弱
者
」
で
あ
る
こ
と
に
ひ
る
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
問
題
は
横
に
置
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
無

限
に
続
く
セ
ミ
オ
シ
ス
の
プ
ロ
セ
ス
を
方
法
論
的
に
途
中
で
打
ち
切
り
、

最
小
限
に
記
号s

と
そ
の
解
釈
項i

で
あ
る
記
号s’

、s’’

…
…
と
の
差
異
、

も
し
く
は
「
ず
れ
」
の
問
題
を
考
え
た
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
対
象O

と
、

記
号s

、s,

、s’’

…
…
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
対
象

o
」
そ
の
も
の
の
本
質
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ー
コ
の
論
文
は
ケ
ネ

ス
・
Ｌ
・
ケ
ト
ナ
ー
が
編
集
し
た
パ
ー
ス
に
関
す
る
論
文
集
に
も
収
め
ら
れ

て
い
る
。（
ケ
ネ
ス
・
Ｌ
・
ケ
ト
ナ
ー
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
パ
ー
ス
研
究
の

弱者の言説 パースからラカンへ
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第
一
人
者
で
、
パ
ー
ス
に
関
す
る
論
考
の
ほ
か
に
、
パ
ー
ス
自
身
の
書
い

た
も
の
を
多
く
引
用
す
る
手
法
で
書
か
れ
た
、
一
人
称
に
よ
る
異
色
の
伝

記
『
パ
ー
ス
自
伝
』K

enneth
L
K
etner,,A

n
autobiography

of
C
harles

S.

Peirce,
V
anderbuilt

U
niversity

Press,
1998

の
著
者
で
も
あ
る
。）
こ
の

論
文
の
冒
頭
で
、
エ
ー
コ
は
「
解
釈
」
に
は
二
種
類
あ
る
と
す
る
。
一
つ

は
「
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
書
い

た
人
の
意
図
す
る
意
味
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
「
テ
ク
ス
ト
は
無
限
に
解
釈
さ
れ
う
る
」
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
前
者
が
「
形
而
上
学
的
実
在
論
」
で
あ
っ
て
そ
れ
を
主
導
し
た
の

が
十
三
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
・
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
、

『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
の
著
者
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
こ
の
実
在
論
の
原
理
は
「adaequatio

rei
et
intellectus

」（
事
物
と

知
性
の
一
致
）
で
あ
る
。
交
通
信
号
で
赤
は
停
止
を
、
青
は
進
行
を
意
味

す
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
交
通
信
号
が
多
義
的
で
あ
っ
た
り
、
あ
い
ま

い
で
は
よ
く
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
ひ
と
つ
の
対
象
・
意
味
を
ひ
と

つ
の
記
号
が
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
解
釈
は
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
解
釈
の
第
二
の
立
場
で
は
、「
テ
ク
ス
ト
が
絶
対
に
一

義
的
な
意
味
を
含
む
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
解
釈
は
無
限
に

存
在
す
る
。
エ
ー
コ
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
と
は
け
っ
し
て
共
存
し
な
い
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
た
え
ず
遅
れ

て
い
て
あ
と
に
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（p.212

）。「
遅
れ
て
い

て
、
あ
と
に
残
さ
れ
た
シ
ニ
フ
ィ
エ
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
、
つ
ま
り
対
象o

と
、
そ
れ
を
表
現
し
、

表
象
す
る
記
号s

と
の
差
異
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
対
象
と
記
号
の
「
ず

れ
」
の
問
題
は
、
記
号
論
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

エ
ー
コ
が
パ
ー
ス
の
記
号
論
に
お
け
る
解
釈
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
は
、

も
ち
ろ
ん
「
解
釈
」
の
第
二
の
立
場
で
あ
る
が
、
エ
ー
コ
は
対
象o

と
記

号s

、
記
号s’

、s”

…
…
の
関
係
の
問
題
を
特
に
考
察
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
記
号s

か
ら
記
号s’

、s’’

…
…
へ
と
い
う
移
行
が
あ
る
が
、
そ

の
と
き
対
象o

は
動
い
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と

は
、
記
号s

が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
次

ぎ
に
来
る
記
号s”

に
と
っ
て
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
最
初
に
存
在
す
る
対
象
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
、
セ
ミ
オ
シ

ス
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
は
、
遅
れ
て
い
て
、
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
英

語
で
い
え
ば
、delay,

defer

さ
れ
た
状
態
に
あ
る
。
取
り
残
さ
れ
た
解
釈

の
対
象o

で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
の
事
物
（the

thing,
D
ing

）
と
は

何
か
？

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
に

は
、
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ラ
カ
ン
の
三
領
域

論
の
な
か
の
「
ル
・
レ
エ
ル
」
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
小
論
の
中
心
で
あ
る
。

パ
ー
ス
に
せ
よ
、
エ
ー
コ
に
せ
よ
、
テ
ク
ス
ト
な
い
し
記
号
は
解
釈
さ

れ
う
る
対
象
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
セ
ミ
オ
シ
ス
の
操
作
を
進
め
て
い
く
と
、
こ
の
前
提
そ
の

も
の
が
崩
れ
て
く
る
。
一
方
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
論
・
記
号
論
に

も
そ
の
よ
う
な
前
提
そ
の
も
の
を
最
初
か
ら
認
め
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。
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デ
リ
ダ
は
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
の
な
か
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
言
語
一
般
お

よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」（
一
九
一
六
）
が
、
あ
ま
り
に
も
謎
に
満

ち
て
い
て
、
豊
か
で
あ
り
、
重
層
決
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
翻

訳
者
の
課
題
」（
一
九
二
五
）
は
、「
そ
の
統
一
性
が
明
白
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
（D

errida,
Psyché,

G
alilée,

1987,
p.211

）。
し
か
し
、
こ
の

「
翻
訳
者
の
課
題
」
も
や
は
り
同
じ
よ
う
に
謎
に
満
ち
て
い
て
、
豊
か
で

あ
り
、
重
層
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
そ
の
「
翻
訳
者
の
課
題
」
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
い

か
な
る
詩
も
読
者
に
、
い
か
な
る
美
術
作
品
も
見
物
人
に
、
い
か
な
る
交

響
曲
も
聴
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
。」（
野
村
修
訳
『
暴
力

批
判
論
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
四
、
六
九
頁
）「
向
け
ら
れ
た
」
と
訳
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
はgelten
と
い
う
動
詞
を
使
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
価
値
が
あ
る
」「
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
見
解
は
、
作
品
は
そ
れ
を
受
容

す
る
者
に
と
っ
て
価
値
を
も
た
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
き
わ

め
て
異
様
な
意
見
で
あ
り
、
私
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ

の
こ
と
ば
に
は
じ
め
て
接
し
た
読
者
が
衝
撃
を
感
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
そ
の
ほ
か
に
も
「
翻
訳
者
の
課
題
」
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
謎
が
あ
る
。

デ
リ
ダ
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ス
を
初
め
と
し

て
、
多
く
の
論
者
が
こ
の
論
文
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
の
中
核
の
ひ
と
つ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
テ
ク
ス
ト
が
受
け
取
る
ひ
と
の
た
め
に
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
で
価
値
を
持
つ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
鑑
賞
や
解
釈
を
前
提
と
し
て
は
い
な
い
、
神
秘

的
で
特
異
な
も
の
な
の
か
。
と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
前
に
す

る
と
き
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
が
言
及
し
て
い
る
、
ヤ
ウ
ス
の
い
う
よ
う
な

「
受
容
美
学
」
は
ま
っ
た
く
成
立
し
な
く
な
る
。「
読
者
」
の
存
在
が
無
視

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
寺
山
修
司
の
い
う
「
半
世
界
」（
た
と
え

ば
演
劇
の
意
味
の
半
分
は
観
客
が
作
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
）
も
否
定

さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
想
を
支
え
る
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
そ
れ
と
深
い
関
係
が
あ
る
の
は
、
彼
の
「
純
粋
言
語
」
の
概
念
で
あ
る
。

同
じ
「
翻
訳
者
の
課
題
」
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
も
は
や
何
も
の
を

も
意
味
せ
ず
表
現
し
な
い
純
粋
言
語
」（
八
七
頁
）
に
つ
い
て
書
い
て
い

る
。『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』（
岡
部
仁
訳
、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇

〇
二
、
二
九
頁
）
に
も
、「
ま
だ
言
葉
が
伝
達
的
な
意
味
と
格
闘
す
る
必

要
が
な
か
っ
た
…
…
」
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
解
が
あ
る
。
伝
達
の
手

段
で
は
な
く
、
意
味
を
持
た
ず
、
表
現
も
し
て
い
な
い
言
語
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
「
解
釈
」
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
「
純
粋
言
語
」、「
言
語
と
し
て
の
言
語
」、
伝
達
も
表
現
も
し
な

い
言
語
を
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
言
語
観
、

テ
ク
ス
ト
論
の
根
源
に
あ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
ユ
ダ
ヤ
思
想
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
ユ
ダ
ヤ
的
・
秘
教
的
な
も
の
」
と
い
う
こ
と

は
簡
単
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ

る
。
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根

源
』
の
な
か
で
引
用
し
て
い
る
、ヤ
コ
ブ
・
ベ
ー
メ
の
「
永
遠
の
こ
と
ば
、神
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の
響
き
、神
の
声
」（D

as
ew
ige

W
ort
oder

G
öttliche

H
all
oder

Stim
m
e

）

と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る（W

alter
B
enjam

in,
U
rsprung

des
deutschen

T
rauerspiels,S

uhrkam
p,1978,S.179

）。「
純
粋
言
語
」
と
は
、
こ
の

「
神
の
声
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
表
現
や
伝
達
を
目
標
と
し
て
は
い
な
い
。

「
神
の
声
」
は
、
表
現
や
伝
達
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、

「
純
粋
言
語
」
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
人
間
の
堕
落
以
前
の
世
界

（prelapsarian
w
orld

）
の
言
語
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
語
（A

dam
ite

）、
バ
ベ

ル
以
前
の
言
語
で
あ
る
。

芸
術
家
は
と
き
に
こ
の
よ
う
な
「
言
語
以
前
の
言
語
」
を
用
い
た
作
品

を
作
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
が
分
析
す
る
シ
ュ
ー
マ
ン
の
「
フ
モ
レ
ス
ケ
」（
ユ

モ
レ
ス
ク
）
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
（
ジ
ジ
ェ
ク
、
松
浦
俊
輔
訳
『
幻
想

の
感
染
』、
青
土
社
、
一
九
九
九
、
三
〇
〇
頁
以
下
参
照
）。
こ
れ
は
ピ
ア

ノ
曲
で
あ
る
が
、
楽
譜
を
見
る
と
高
音
部
と
低
音
部
の
あ
い
だ
に
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
記
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
最
初
の
と
こ
ろ
に「
内
な
る
声
」（innere

Stim
m
e

）
と
い
う
指
示
が
あ
る
。
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
こ
の
曲
を
弾
き
な
が
ら
、

あ
る
い
は
聴
衆
が
聴
き
な
が
ら
、
そ
の
「
内
な
る
声
」
を
声
に
出
さ
ず
に

歌
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ

れ
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
こ
の
曲
が
「
有
名
」
で
あ
る
と
書

い
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
奇
妙
な
曲
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は

『
幻
想
の
感
染
』
で
、
こ
の
音
楽
が
「
声
に
な
ら
な
い
〈
内
な
る
声
〉
に
と

ど
ま
る
、
声
に
よ
る
旋
律
線
、
ハ
イ
デ
ガ
ー＝

デ
リ
ダ
に
よ
る
〈
除
外
さ

れ
た
存
在
者
〉に
対
応
す
る
音
楽
版
」（
三
〇
〇
頁
）だ
と
し
、ジ
ジ
ェ
ク
の

ラ
カ
ン
解
釈
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で
あ
るthe

im
possible−real

と

い
う
概
念
を
使
っ
て
説
明
し
て
い
る
（
三
〇
一
頁
、
こ
のthe

im
possible

−real

は
到
達
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
ル
・
レ
エ
ル
と
い
う
意
味
で
あ

る
）。
川
村
記
念
美
術
館
（
千
葉
県
佐
倉
市
）
に
あ
る
抽
象
表
現
主
義
の
画

家
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
「
ア
ン
ナ
の
光
」
は
、
画
面
全
体
が
ほ
と

ん
ど
赤
く
塗
ら
れ
て
い
る
巨
大
な
作
品
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
一
種
の

「
神
の
声
」
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
声
は
聞
こ
え
な
い
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
上
の
人
間
は
こ
の
「
神
の
声
」
を
な
ん
と
か
聞

こ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
考
え
ら
れ
る
手
段
が
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。

「
神
の
声
」
と
い
う
概
念
は
、
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
に
も
で

て
く
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
に

引
用
さ
れ
て
い
る
ベ
ー
メ
で
あ
ろ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言
語
」
と
い
う
考
え
方
に
は
、
ヴ
ォ
ー
リ
ン

ガ
ー
の
影
響
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
表
象
、
ミ

メ
ー
シ
ス
を
否
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
研
究
者
で
、
英

訳
者
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
Ｗ
・
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ

で
刊
行
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
リ
ン
ガ
ー
に
つ
い
て
の
論
文
集
『
見
え
な
い
カ
テ

ド
ラ
ル
』
に
「
表
現
主
義
に
抗
し
て
」
と
い
う
論
文
を
寄
稿
し
て
い
る
が
、

そ
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
近
代
文
化
史
の
最
も
重
要
な

軌
道
は
、ア
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
か
ら
ヴ
ォ
ー
リ
ン
ガ
ー
を
経
て
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
至
る
も
の
で
あ
る
。」（M

ichaelW
.Jennings,A

gainstexpressionism
,

in
N
eil
H
.D
onahue

ed.,Invisible
cathedrals,Pennsylvania

State
U
ni-

versity
Press,1995,p.88

）

ヴ
ォ
ー
リ
ン
ガ
ー
が
『
抽
象
と
感
情
移
入
』（
一
九
〇
八
）
で
主
張
し
た
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の
は
、
感
情
移
入
、
つ
ま
り
ミ
メ
ー
シ
ス
を
原
理
と
す
る
芸
術
の
否
定
で

あ
っ
た
。「
感
情
移
入
の
過
程
は
、
い
か
な
る
時
代
と
場
所
と
を
問
わ
ず

常
に
芸
術
的
創
造
の
前
提
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
維

持
せ
ら
れ
え
な
い
」
と
い
う
の
が
ヴ
ォ
ー
リ
ン
ガ
ー
の
意
見
で
あ
っ
た
。

感
情
移
入
、
ミ
メ
ー
シ
ス
に
代
わ
る
原
理
が
「
抽
象
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

い
か
な
る
「
表
象
」
と
も
断
絶
し
た
、
リ
ー
グ
ル
の
い
う
「
芸
術
意
欲
」
に

基
づ
く
芸
術
の
原
理
で
あ
っ
た
（
こ
の
「
芸
術
意
欲
」
の
概
念
は
ア
ン
ト

ニ
オ
・
ネ
グ
リ
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
）。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言
語
」

は
、
ヴ
ォ
ー
リ
ン
ガ
ー
の
「
抽
象
」
の
系
譜
の
な
か
に
存
在
す
る
。
こ
の

よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言
語
」
と
い
う
考
え
方
の
「
源
泉
」
を
探
求

す
れ
ば
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
系
譜
」
が
見
え
て
来
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
純
粋
言
語
」
が
何
か
秘
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
ヴ
ォ
ー

リ
ン
ガ
ー
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、「
純
粋

言
語
」
そ
の
も
の
が
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。「
純
粋
言
語
」
は
、
ま

だ
解
釈
さ
れ
な
い
「
対
象o

」
と
し
て
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言
語
」
と
、
パ
ー
ス
の
「
対
象o
」
が

接
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、「
対
象o

」
は
、
最
初
は
解
釈

可
能
な
も
の
、
解
釈
す
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
し
た
が
、
そ
れ
を
「
示

す
」
記
号S

は
、
無
限
にS’

、s’’

な
ど
と
し
て
連
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

も
と
の
「
対
象o

」
は
、
無
限
に
遠
ざ
か
る
。
こ
こ
に
現
れ
る
記
号s

、s’

、

s’’

…
…
は
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
あ
る
が
、s’

が
現
れ
た
と
き
に
はs

は
そ
の

シ
ニ
フ
ィ
エ
に
な
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
る
。
パ
ー
ス
の
ば
あ
い
、

そ
れ
ら
の
継
起
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
「
対
象o

」
と
つ
な
が
り
が
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
対
象O

を
示
す
記
号S

、
記
号S’

な
ど

は
、
対
象o

と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
対
象o

は
対
象o

そ
の
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
記
号S

は
、
対
象o

と
は
明

ら
か
に
異
な
る
何
か
（som

ething
else

）
で
あ
る
。
そ
こ
に
存
在
す
る

「
ず
れ
」
を
ど
う
考
え
る
か
。
ず
れ
て
き
た
も
と
の
も
の
を
も
う
一
度
考

え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
ず
れ
」
を
考
え
て
い
く
と
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
問
題
と
ぶ
つ
か
る

こ
と
に
な
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
の
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
の
手
の
な
か
で
、
事
物
は

そ
れ
自
体
で
は
な
い
他
の
な
に
か
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
レ
ゴ
リ

カ
ー
は
、
こ
の
事
物
で
は
な
い
な
に
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
。」

（
岡
部
訳
二
九
三
頁
）
こ
こ
は
重
要
な
と
こ
ろ
な
の
で
原
文
を
引
用
し
て

お
く
。（in

seiner
H
and

w
ird
das

D
ing

etw
as
anderem

,
redet

dadurch

etw
as
anderem

......

）（S.161

）
こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
事
物
」（D

ing

）

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
パ
ー
ス
で
は
対
象o

で
あ
り
、「
な
に
か
ほ
か
の

も
の
」（etw

as
andere,

som
ething

else

）
と
い
っ
て
い
る
の
は
記
号s,

s’s”

…
…
で
あ
る
。
エ
ー
コ
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
学
を
論
じ
た

『
中
世
美
学
の
芸
術
と
美
』
の
「
シ
ン
ボ
ル
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
の
章
で
、

「
記
号
と
は
精
神
の
な
か
に
何
か
ほ
か
の
も
の
を
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
事

物
で
あ
る
」
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
い
る
（U

m
-

berto
E
co,A

rt
et
beaute

dans
l’esthetique

m
edievale

、G
rasset,

1987,

p.109
）。

つ
ま
り
、
も
と
も
と
記
号
は
そ
れ
が
表
現
・
表
象
す
る
事
物
・
対
象
と
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は
異
な
る
何
か
な
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
こ
こ
で
「
事
物
」
と
関
連

す
る
は
ず
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
そ
の
事
物
と
は
異
な
っ
た
「
何
か
別
の
も

の
」
だ
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
共
通

の
認
識
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
は
、「
パ
ス
カ
ル
の
説
得
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
」
の
冒
頭
で
、「
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
難
解
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
き
わ

め
て
明
確
に
表
象
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
象
さ
れ
う
る
も
の

の
役
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（Paulde

M
an,Pascal’allegory

of
persuasion,

in
A
esthetic

ideology,
U
niversity

of
M
innesota

Press,1996,p.51

）。
ま
た
す
で
に
言
及
し
た
ジ
ェ
ニ
ン
グ

ス
も
、
そ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
で
あ
る
『
弁
証
法
的
な
イ
メ
ー
ジ
』
の
な
か

で
、「（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
は
）一
連
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と

は
い
か
な
る
関
連
も
な
い
、
厳
密
に
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
別
の
一
連
の
シ
ニ

フ
ィ
ア
ン
で
あ
り
、
…
…
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
表
象
へ
の
抵
抗
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。（M

.W
.Jennings,D

ialecticalim
ages,C

ornellU
niversity

Press,
1987,

p.96

）
つ
ま
り
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
も
と
の
事
物
・
対
象
と
は

異
な
っ
た
別
の
何
か
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
こ
に
も
漂
流
が
存
在
す
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
と
パ
ー
ス
は
意
外
に
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、
対
象o

と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
、
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
「
純
粋
言
語
」
を
、
ラ
カ
ン
の
「
ル
・
レ
エ
ル
」
と
関
連
さ
せ
て

考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
「
現
実
界
」
と
訳

さ
れ
て
き
た
「
ル
・
レ
エ
ル
」
は
、
シ
ン
ボ
ル
化
に
抵
抗
す
る
も
の
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ラ
カ
ン
の
ル
・
レ
エ
ル
は
き

わ
め
て
難
解
な
概
念
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
も
「
ル
・
レ
エ
ル
と
い
う
概
念

が
あ
る
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
極
度
に
複
雑
で
あ
り
、理
解
不
可
能
で
あ
る
」

と
さ
え
書
い
て
い
る
（S.Z

izek,H
ow
to
read

L
acan,R

outledge,
2006,

p.65

）。『
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅰ
』
で
示
さ
れ
て
い
る
「
ル
・
レ
エ
ル
は
シ
ン
ボ
ル

化
に
絶
対
に
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
カ
ン
の
見
解
は
い
た
る

と
こ
ろ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。ま
た
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
�
』
で
は
、ル
・
レ
エ
ル

は「
不
可
能
な
も
の
」と
規
定
さ
れ
、す
で
に
述
べ
たthe

im
possible−real

と
い
う
概
念
は
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
（
こ
れ
を
「
不
可
能－

現
実
の
も

の
」
と
訳
す
と
、the

real

が
消
え
て
し
ま
い
、
も
と
の
意
味
が
分
か
ら
な

く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
）。
ジ
ジ
ェ
ク
の
論
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る

『
ジ
ジ
ェ
ク
・
リ
ー
ダ
ー
』（E

lizabeth
W
right,E

dm
ond

W
right

ed.,T
he

Z
izek

reader,
B
lackw

ell.
1999

）
の
編
者
た
ち
は
、「
ル
・
レ
エ
ル
の
概
念

が
ラ
カ
ン
の
思
想
の
中
心
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
こ
の
論
集

の
目
的
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る（p.4

）。
ジ
ジ
ェ
ク
が
『
ラ
カ
ン
を
ど

う
読
む
か
』
の
な
か
で
最
高
の
ラ
カ
ン
入
門
書
と
し
て
薦
め
た
著
作
で
、

シ
ョ
ー
ン
・
ホ
ー
マ
ー
は
、「
言
語
に
な
ら
な
い
残
り
の
も
の
が
い
つ
も
あ

り
、
ラ
カ
ン
が
Ｘ
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
こ
の
余
分
な
も
の
が
ル
・
レ
エ
ル
で

あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（Sean

H
om
er,Jacques

L
acan,R

outledge,2006,

p.84

）。
こ
こ
で
い
ま
ま
で
の
訳
語
に
囚
わ
れ
ず
に
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は

「
言
語
・
記
号
が
作
る
世
界
」、
リ
マ
ジ
ネ
ー
ル
は
「
イ
メ
ー
ジ
・
像
が
作

る
世
界
」、
ル
・
レ
エ
ル
は
「
像
に
も
記
号
・
言
語
に
も
な
ら
な
い
も
の
」

と
し
て
解
釈
し
直
す
べ
き
で
あ
る
。
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
こ
そ
む
し
ろ

「
現
実
界
」
で
あ
る
。『
ジ
ジ
ェ
ク
リ
ー
ダ
ー
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
快
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楽
の
下
草
」
の
な
か
で
、
ジ
ジ
ェ
ク
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
存

在
と
は
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
る
こ
と
、
言
説
の
秩
序
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
ン
ボ
ル
化
の
可
能
な
も
の
だ
け
が
存
在
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」（p.31

）
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ

ク
が
実
際
に
は
現
実
の
世
界
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
入
れ
墨
」
と
い
う
も

の
も
、
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
「
身
体
に

な
さ
れ
る
通
常
の
入
れ
墨
は
、
主
体
が
（
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
）
ル
・
サ
ン
ボ

リ
ッ
ク
の
領
域
に
は
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
」
と
書
い
て
い
る
（S.

Z
izek,

W
elcom

e
to
the

desert
of
the

real.
V
erdso,

2002,
p.10

）。
入
れ
墨
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
し
た
人
が
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
と
い
う
「
社
会
」
に
入
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
入
る
こ
と
を
拒
否
す
る
も

の
が
ル
・
レ
エ
ル
で
あ
り
、
ル
・
レ
エ
ル
の
領
域
に
あ
る
も
の
は
存
在
し
な

い
。「
女
」「
性
的
関
係
」
は
、
言
語
化
・
シ
ン
ボ
ル
化
が
不
可
能
な
ル
・

レ
エ
ル
で
あ
る
。「
女
は
存
在
し
な
い
、
性
的
関
係
は
存
在
し
な
い
」
と

い
う
ラ
カ
ン
の
テ
ー
ゼ
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
現
実
」
と

「
ル
・
レ
エ
ル
」
が
完
全
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ジ
ジ
ェ

ク
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ル
・
レ
エ
ル
は
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う
こ

と
が
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
像
（
イ
マ
ー
ジ
ュ
）
に
も
シ
ン
ボ
ル
（
言

語
）
に
も
な
ら
な
い
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
ト
ラ
ウ
マ
が
、
ル
・
レ
エ
ル
で

あ
る
。
も
し
も
わ
れ
わ
れ
が
〈
現
実
〉（reality

）
と
し
て
体
験
す
る
も
の

が
、
幻
想
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
ま
た
も
し
も

幻
想
が
、
わ
れ
わ
れ
が
生
の
ル
・
レ
エ
ル
の
よ
っ
て
直
接
に
圧
倒
さ
れ
な

い
よ
う
に
保
護
し
て
く
れ
る
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
役
立
つ
と
す
れ
ば
、
現

実
そ
の
も
の
が
ル
・
レ
エ
ル
と
の
出
会
い
か
ら
の
逃
走
と
し
て
機
能
す
る

こ
と
に
な
る
。」（Z

izek,
H
ow

to
read

L
acan,

G
ranta

B
ooks,

2006,

p.57

）
ラ
カ
ン
は
『
セ
ミ
ネ
ー
ル
Ⅶ
』
の
段
階
で
は
そ
れ
を
「
物
」（das

D
ing

）
と
呼
ん
だ
。
ル
・
レ
エ
ル
の
語
源
は
ラ
テ
ン
語
のres

（
物
）
で
あ

る
。
こ
の
「
物
」
は
言
語
化
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
近

著
『
普
遍
的
例
外
』
に
お
い
て
も
、「
残
り
も
の
と
し
て
の
ル
・
レ
エ
ル
」、

「
シ
ン
ボ
ル
（
言
語
）
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
で
、
ル
・

サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
の
屑
」
と
し
て
の
ル
・
レ
エ
ル
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（Slavoj
Z
izek,

T
he

universal
exception,

C
ontinuum

,
2006,

p.81

）

も
っ
と
も
、
ル
・
レ
エ
ル
と
「
現
実
」
と
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
単
純
で
は

な
い
。
ジ
ジ
ェ
ク
は
「
社
会
的
現
実
は
脆
弱
な
シ
ン
ボ
ル
組
織
に
す
ぎ
な

く
な
る
。
そ
れ
は
ル
・
レ
エ
ル
の
介
入
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
ち
ぎ
ら
れ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（T

he
Z
izek

R
eader,

p.21

）。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
「
星
座
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
が
（『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
の
最
初
の
部
分
で
説
か
れ
て
い
る
）、

こ
こ
で
も
し
も
フ
ロ
イ
ト
、
パ
ー
ス
、
ラ
カ
ン
を
星
座
的
に
結
び
つ
け
よ

う
と
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
マ
ラ
ー
の
見
解
を
借
り
る
な
ら
ば
、
彼
も
ま
た

ル
・
レ
エ
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ル
・
レ
エ
ル
は
認
識

論
的
な
最
前
線
に
あ
る
考
え
と
し
て
、
現
実
（reality

）
と
は
区
別
さ
れ

る
べ
き
概
念
で
あ
る
。
現
実
は
、
イ
メ
ー
ジ
、
論
理
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

ラ
ベ
ル
か
ら
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
差
異
化
し
て
い
て
、
通
常
は
予
測

可
能
な
経
験
の
連
続
性
に
従
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ル
・
レ
エ
ル
は
現
実

の
彼
方
に
あ
っ
て
、
経
験
の
な
か
で
、
想
像
不
可
能
で
、
名
前
が
な
く
、

弱者の言説 パースからラカンへ
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差
異
化
さ
れ
て
い
な
い
他
性
（otherness

）
で
あ
る
。」（John

R
.M
uller,

B
eyond

the
psychoanalytic

dyad,R
outledge,1996,p.76

）

シ
ョ
ー
ン
・
ホ
ー
マ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
ラ
カ
ン
に

と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
は
シ
ン
ボ
ル
と
意
味
作
用
と
か
ら
成
る
。
し

た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
現
実
（reality

）
と
呼
ぶ
も
の
は
、
ル
・
サ
ン
ボ

リ
ッ
ク
す
な
わ
ち
社
会
的
現
実
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。」（p.81

）

し
た
が
っ
て
、
象
徴
界
と
訳
さ
れ
て
き
た
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
こ
そ
、

む
し
ろ
現
実
世
界
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
言
語
・
記
号
の
体
系
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
ば
あ
い
の
言
語
・
記
号
は
、
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具

で
は
な
く
、
社
会
制
度
そ
の
も
の
で
あ
り
、
倫
理
で
あ
る
。
ジ
ジ
ェ
ク
派

の
ひ
と
り
と
目
さ
れ
る
ア
レ
ン
カ
・
ツ
パ
ン
チ
ッ
チ
は
、『
ル
・
レ
エ
ル
の

倫
理
』（A

lenka
Z
upancic,E

thics
of
the

real.V
erso,

2000

）
に
お
い
て
、

ま
ず
倫
理
と
フ
ロ
イ
ト
の
超
自
我
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
が
、
超
自
我
と

い
う
社
会
的
・
倫
理
的
な
も
の
が
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
を
支
え
て
い
る
と

す
る
。
た
だ
し
こ
の
ル
・
サ
ン
ボ
リ
ッ
ク
は
、
き
わ
め
て
不
確
定
で
あ
り
、

時
代
と
場
所
で
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
の
三
領
域
論
は
さ
ら
に

検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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