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１
・
は
じ
め
に

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
実
存
主
義
隆
盛
期
に
、
ジ
ャ
ン
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
、
フ
ェ

ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ア
ル
キ
エ
等
の
下
で
研
鑽
を
積
ん
だ
。
以
後
、
デ
カ
ル
ト
や
ヘ
ー
ゲ

ル
等
、
い
わ
ゆ
る
メ
ジ
ャ
ー
な
哲
学
者
か
ら
な
る
哲
学
史
体
系
を
逸
れ
た
哲
学
者
の

研
究
に
着
手
し
、
独
自
の
発
想
に
基
づ
く
大
胆
な
視
角
を
投
げ
か
け
る
。
ド
ゥ
ル
ー

ズ
自
身
の
思
考
を
そ
れ
ら
の
哲
学
者
に
伝
播
さ
せ
る
仕
方
で
、
新
た
な
展
開
を
生
み

出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

１
９
６
８
年
、
国
家
博
士
論
文
と
な
る
『
差
異
と
反
復
』
が
世
に
出
さ
れ
る
。
こ

こ
に
初
め
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
独
自
の
思
索
を
結
実
さ
せ
る
の
だ
が
、
デ
リ
ダ
の
主
著

『
声
と
現
象①
』
と
共
に
〈
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
〉
の
哲
学
と
総
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
索
は
哲
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
を
問
い
に
付
し
、
哲
学
史
全

体
を
震
撼
さ
せ
る
強
度
を
持
つ
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
従
来
の
哲
学
史
に
安
易
に
囲
い
込

む
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。

本
発
表
で
取
り
上
げ
る
の
は
、『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
時
間
論
で
あ
る
。
こ
の

著
作
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「
生
成
」・「
多
様
体
」・「
差
異
」・「
反
復
」
と
い
っ
た
様
々

な
概
念
を
創
出
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
概
念
が
彼
の
時
間
理

解
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
『
差
異
と
反
復
』
の
時
間
論
は
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
中
期②
の
思
想
を
読
み
解
く
上
で
欠
か
せ
な
い
要
所
と
な
っ
て
い
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
は
、
反
復
と
し
て
習
慣
を
形
成
す
る
「
第
一
の
時
間
」
か

ら
「
中
間
休
止
（césu

re

）」
と
し
て
の
「
第
二
の
時
間
」
へ
、
そ
し
て
差
異
そ
の
も

の
で
あ
る
強
度
と
し
て
の
、
そ
し
て
タ
ナ
ト
ス
（
死
へ
の
欲
動
）
と
し
て
の
「
第
三
の

時
間
」
に
至
り
そ
の
完
成
を
見
る
。
本
発
表
で
は
、ま
ず
「
第
一
の
時
間
」
か
ら
「
第

三
の
時
間
」
へ
向
か
う
方
途
を
明
確
に
し
、「
第
三
の
時
間
」
の
あ
ら
ま
し
を
明
る
み

に
出
す
。「
第
三
の
時
間
」
の
成
り
立
ち
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
差
異
」
と
「
反
復
」

と
い
う
創
造
概
念
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
発
表
の
目
論
み
で
あ
る
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
よ
る
概
念
の
破
壊
と
創
造
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
新
た
な
ド
ゥ
ル
ー
ズ
像

を
彫
り
だ
し
て
い
き
た
い③
。

２
・
第
一
の
時
間

２－

１
・「
物
質
的
反
復
」

「
第
一
の
時
間
」
に
お
い
て
「
差
異
（différen

ce

）」
と
「
反
復
（répétition

）」
は

精
神
の
働
き
と
存
在
の
仕
方
に
関
わ
る
。
と
い
っ
て
も
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
存
在
」
か

ら
「
？-
存
在④
」
の
創
造
へ
向
か
う
の
だ
が
。
し
か
し
そ
れ
が
「
存
在
す
る
」
と
い

わ
れ
る
時
の
仕
方
を
、我
々
は
特
に
〈
質
料
〉
と
呼
ぶ
。
そ
の
理
由
は
、イ
マ
ー
ジ
ュ

と
結
び
つ
い
た
差
異
の
形
態
化
へ
向
か
う
流
動
性
を
、
現
出
す
る
物
質
と
区
別
す
る

た
め
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
の
区
分
を
設
け
な
い
が
、
本
発
表
で
は
議
論
の
道

『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
第
三
の
時
間
へ
の
導
入
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筋
を
明
確
化
す
る
た
め
、「
？-

存
在
」
に
至
る
ま
で
に
「
存
在
」
を
構
成
す
る
生
地

を
〈
質
料
〉
と
表
現
し
た
い
。

「
第
一
の
時
間
」
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
「
物
質
的
反
復
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
反

復
」
の
概
念
に
注
意
し
た
い
。「
反
復
」
は
類
似
の
も
の
や
等
質
的
な
も
の
の
単
な
る

繰
り
返
し
で
は
な
い
。
ま
た
、「
反
復
は
、
反
復
す
る
対
象
に
、
何
の
変
化
も
も
た
ら

さ
な
い
が
、
そ
の
反
復
を
観
照
す
る
精
神
に
は
何
ら
か
の
変
化
を
も
た
ら
す
」

（D
R

,p96

、
以
下
強
調
は
本
文
に
よ
る
）。「
反
復
す
る
対
象
」
と
は
瞬
間
的
諸
事
例
、
つ

ま
り
「
瞬
間
的
精
神
（m

en
s m

om
en

tan
ea

）」
で
あ
る
。「
反
復
」
は
、精
神
を
開
く

「
差
異
」
が
そ
れ
自
身
の
結
合
原
理
に
よ
っ
て
融
合
し
、新
た
な
差
異
を
生
成
さ
せ
る

時
に
生
じ
る
。
そ
の
際
、
精
神
が
同
時
に
触
発
さ
れ
て
変
化
し
、
新
た
に
生
成
し
た

差
異
を
観
照
‐
縮
約
す
る
。
こ
こ
に
「
反
復
」
が
形
成
さ
れ
、
対
自
（P

ou
r S

oi

）
が

出
来
上
る
の
で
あ
る
。「
反
復
」
は
、
対
象
の
自
由
な
活
動
を
拘
束
し
、
そ
れ
を
変
化

さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。「
反
復
」
の
開
く
新
た
な
差
異
は
、諸
々
の
差
異
の
結
合
に

徹
底
し
て
受
動
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
た
な
差
異
は
、
開
か
れ
る
や
否
や
、

自
ら
の
〈
傾
向
〉
を
展
開
し
て
能
動
的
な
繰
り
広
げ
を
行
う
。
成
り
立
ち
は
受
動
的

で
あ
っ
て
も
、
出
来
上
が
っ
た
差
異
は
そ
れ
を
形
成
す
る
諸
差
異
と
は
異
な
る
独
自

の
作
動
を
繰
り
広
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
能
動
的
総
合

（syn
th

ése active

）」
と
呼
ぶ
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「
差
異
」
が
時
間
と
空
間
そ
し
て
精
神
を
開
く
こ
と
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
。
し
か
し
「
第
一
の
時
間
」
で
は
、「
精
神
」
は
差
異
に
よ
っ
て
開
か
れ
る

や
否
や
、
差
異
を
〈
情
感
〉
で
満
た
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
が
能
動
的
に
働

き
、
何
か
を
創
る
こ
と
で
は
な
い⑤
。
働
い
て
い
る
の
は
差
異
な
の
だ
。
こ
こ
で
我
々

は
、
第
一
の
時
間
が
「
物
質
的
反
復
」
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
理
解
す
る
。

　
「
反
復
に
お
け
る
不
連
続
性
と
瞬
間
性
の
規
則
を
定
式
化
す
る
な
ら
、
そ
れ

は
、〈
一
方
が
消
え
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
他
方
は
現
れ
な
い
〉
と
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
瞬
間
的
精
神
と
し
て
の
物
質
の
状
態
が
そ
の
一
例
で
あ
る
」

（D
R

,p96

）

差
異
が
結
合
し
な
け
れ
ば
反
復
は
形
成
さ
れ
ず
、
精
神
も
ま
た
結
び
あ
う
こ
と
は

な
い
。
ま
た
、
諸
瞬
間
は
差
異
で
あ
る
が
ゆ
え
に
共
立
し
え
ず
、
一
方
が
消
え
な
け

れ
ば
他
方
は
現
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
だ
精
神
が
観
照
せ
ず
、
反
復
が
形
成
さ
れ
な

い
こ
と
に
よ
る
。
ゆ
え
に
即
自
的
反
復
と
は
、「
瞬
間
的
精
神
」
に
よ
る
「
物
質
的
反

復
」
な
の
で
あ
る
。

２－

２
・「
第
一
の
時
間
」
の
威
力

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ヒ
ュ
ー
ム
を
引
用
し
、
想
像
力
が
諸
瞬
間
を
縮
約
・
融
合
し
て
時

間
を
形
成
す
る
と
述
べ
つ
つ
、
時
間
の
総
合
を
遂
行
す
る
の
は
精
神
で
は
な
い
と
言

う⑥
。
諸
瞬
間
と
は
差
異
で
あ
り
、
想
像
力
は
差
異
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
精
神
が
受
動

的
に
帯
び
る
力
で
あ
る
。
想
像
力
を
形
成
す
る
差
異
は
他
の
諸
差
異
と
結
合
・
離
反

関
係
に
入
り
、
再
び
差
異
化
さ
れ
「
内
的
な
質
的
印
象⑦
」
を
形
作
る
。
そ
れ
は
、
精

神
の
想
像
的
な
観
照
の
な
か
で
（d

a
n

s

）
受
動
的
に
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
の

想
像
力
が
差
異
の
離
反
や
連
結
か
ら
合
成
さ
れ
、
新
た
な
差
異
が
開
か
れ
る
の
に
触

発
さ
れ
て
新
た
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
（im

age

）
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
受
動

的
総
合
（syn

th
èse passive

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
諸
瞬
間
が
想

像
力
の
中
で
融
合
し
同
一
化
さ
れ
て
も
、
諸
瞬
間
は
根
底
で
自
律
を
保
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
諸
瞬
間
は
精
神
の
内
包
を
希
薄
化
し
た
り
、
非
概
念
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ

を
反
復
し
た
り
で
き
る
の
だ⑧
。
諸
瞬
間
の
融
合
は
新
た
な
差
異
の
生
成
で
あ
り
な
が

ら
自
己
同
一
化
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
精
神
の
〈
自
己
同
一
性
〉
は
存
在
論
的
で
は

な
く
、観
照
に
よ
る
も
の
な
の
だ
。
そ
う
し
て
精
神
は
「
自
我
」
と
な
り
、己
を
「
土

台
（fon

dation
）」
と
し
た
現
在
の
平
面
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
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言
葉
に
多
様
な
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
使
用
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
後
述

の
「
行
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
よ
う
な
生
成
そ
の
も
の
の
直
観
で
は
な
く
、
実
体
や

存
在
の
感
受
を
含
む
静
的
な
も
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
第
三
の
時
間
」
に
至

る
ま
で
は
、
減
速
し
た
生
成
や
行
動
の
直
観
（
表
象
も
含
む
）
一
般
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と

呼
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
う
概
念
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
同
様
、

質
料
と
結
び
つ
き
存
在
論
を
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
れ
を

他
の
概
念
と
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
様
々
な
意
味
を
帯
び
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、精
神
分
析
学
の
「
潜
在
対
象
」・「
部
分
対
象
」
と
い
っ
た
概
念
は
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
と
っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
我
々
は
、
解
体
を
受
け
た

後
の
「
行
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
そ
れ
以
前
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
を
継
承
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
概
念
と
し
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
使
用
す
る
。

２－

３
・〈
傾
向⑨
〉・「
習
慣
」・「
反
復
」

「
第
一
の
時
間
」
に
お
い
て
、
精
神
の
働
き
の
仕
方
を
〈
傾
向
〉
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

「
反
復
」
は
〈
傾
向
〉
を
促
し
、
習
慣
は
〈
傾
向
〉
が
拘
束
し
て
い
く
質
料
性
で
あ
る
。

「
反
復
」
に
お
い
て
精
神
が
変
化
＝
差
異
化
す
る
時
、精
神
は
自
己
の
〈
傾
向
〉
に

沿
っ
て
差
異
化
を
遂
げ
る
。〈
傾
向
〉
は
精
神
の
働
き
の
仕
方
を
指
し
、差
異
の
結
合

原
理
と
は
独
立
の
も
の
で
あ
る
。〈
傾
向
〉
に
は
精
神
の
〈
情
感
〉
が
着
生
し
、独
自

の
働
き
を
為
す
の
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
生
み
出
さ
れ
た
差
異
は
、一
貫
し
て
自
発
的
・

能
動
的
に
そ
の
差
異
を
繰
り
広
げ
つ
づ
け
る
。〈
傾
向
〉と
は
こ
う
し
た
差
異
の
繰
り

広
げ
の
原
理
で
あ
り
、
差
異
の
連
合
原
理
に
よ
っ
て
裁
ち
直
さ
れ
つ
つ
、
自
ら
を
繰

り
広
げ
て
自
己
差
異
化
す
る
精
神
の
働
き
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
精
神
は
結
合
原
理

を
受
動
的
に
生
き
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
新
た
な
差
異
の
〈
傾
向
〉
を
能
動

的
に
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
〈
傾
向
〉
が
、
我
々
の
存
在
の
仕
方
で
あ
る
質
料
性
を
拘
束
し
、
習
慣
を
形

成
す
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
、「
反
復
」・「
習
慣
」・〈
傾
向
〉
を
厳
密
に
区
別

す
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。「
反
復
」
は
差
異
の
結
合
原
理
と
、そ
こ
に
開
か
れ
る
新
た

な
差
異
の
自
己
差
異
化
と
の
間
の
、
漸
進
的
変
化
を
表
す
。
他
方
〈
傾
向
〉
は
、
開

か
れ
た
差
異
の
繰
り
広
げ
の
仕
方
で
あ
る
。「
習
慣
」
は
、精
神
を
形
成
す
る
と
同
時

に
精
神
に
形
成
さ
れ
も
す
る
質
料
の
形
態
化
で
あ
る
。

「
習
慣
」
の
形
成
に
は
精
神
の
〈
自
己
同
一
化
〉
の
働
き
が
関
わ
る
。
し
か
し
、そ

れ
を
な
す
の
は
「
崩
壊
し
た
自
我
の
シ
ス
テ
ム
（systém

 du
 m

oi dissou
s

）⑩
」
で
あ

る
。「
第
一
の
時
間
」
に
お
い
て
、自
我
は
最
初
か
ら
崩
壊
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も

自
我
と
は
、
受
動
的
な
差
異
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
た
差
異
の
自
己
展
開
で
あ
り
、
自

我
は
実
体
的
な
中
心
を
持
た
ず
、
諸
々
の
差
異
の
結
び
つ
き
に
依
存
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
自
我
の
中
央
集
権
的
な
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
、
中
心
化

の
な
さ
れ
て
い
な
い
複
数
の
自
我
の
連
関
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
見
出

さ
れ
る
習
慣
と
自
我
、
そ
し
て
質
料
と
の
関
わ
り
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

２－

４
・
習
慣
と
自
我
、
そ
し
て
質
料

自
我
は
精
神
に
よ
る
〈
自
己
同
一
性
〉
の
観
照
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
反
省
で
あ

る
。
し
か
し
、
観
照
自
体
が
差
異
化
で
あ
る
以
上
、
自
我
は
常
に
自
己
中
心
化
か
ら

逃
れ
る
。
自
我
の
観
照
す
る
〈
自
己
同
一
性
〉
は
想
像
で
あ
り
実
在
で
は
な
い
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
我
は
す
べ
て
「
幼
生
の
主
体
（su

jet larvaire

）」、
す
な
わ
ち
脱
中
心

化
さ
れ
、
生
ま
れ
出
よ
う
と
し
て
は
流
産
す
る
自
我
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
我
の
観
照
と
は
、つ
ま
る
と
こ
ろ
差
異
の
自
己
展
開
で
あ
る
。ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
言
う
〈
差
異
の
抜
き
取
り⑪
〉
と
は
、
こ
の
差
異
の
自
己
展
開
の
中
で
、
己

を
巻
き
込
む
他
の
諸
差
異
を
問
い
に
付
し
、
自
ら
を
繰
り
広
げ
る
差
異
の
作
動
を
指

す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
我
の
観
照
が
「
習
慣
」
を
形
作
り
、
自
我
自
体
が
習
慣
で
あ
る
と
同

時
に
習
慣
を
つ
け
る
。「
習
慣
」
と
は
、差
異
に
よ
っ
て
〈
何
も
の
か
〉
を
創
り
だ
す

こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
「
習
慣
」
は
、「
反
復
」
の
持
続
の
顕
現
で
あ
り
、
質
料
を
拘
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束
し
形
態
化
す
る
働
き
な
の
で
あ
る
。
形
態
化
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
習
慣
」
は
、
中

心
を
持
た
な
い
崩
壊
し
た
自
我
で
あ
り
つ
つ
、
差
異
（
新
し
い
も
の
）
を
様
々
な
変
容

と
し
て
内
部
に
組
み
込
み
、
そ
れ
を
「
自
我
（m

oi

）」
と
い
う
〈
何
も
の
か
〉
に
関

係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
差
異
が
一
つ
の
運
動
と
し
て
浮
か
び
上
が
り
、

「
自
我
」
と
名
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
自
我
は
様
々
な
変
様
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、そ
れ
自
体
が
一
つ
の
変
容

な
の
で
あ
る⑫
。」

こ
の
よ
う
に
、「
習
慣
」
は
虚
構
の
中
心
で
あ
る
「
自
我
」
と
同
時
に
実
在
的
な
現

在
平
面
の
質
料
性
を
形
作
る
。

２－

５
・「
第
一
の
時
間
」
と
現
在

「
第
一
の
時
間
」
は
、
想
像
的
な
精
神
の
中
で
、
各
々
の
瞬
間
的
精
神
の
結
合
原
理

に
よ
る
精
神
の
固
定
化
と
、
そ
れ
に
よ
り
新
た
に
織
り
上
げ
ら
れ
た
精
神
の
開
示
に

よ
る
情
感
的
な
偏
向
と
の
、
互
い
の
織
り
込
み
あ
い
で
あ
っ
た⑬
。

こ
の
と
き
結
合
さ
れ
る
瞬
間
的
精
神
も
、
新
た
に
開
か
れ
る
情
感
的
な
精
神
も
、

共
に
差
異
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
差
異
の
不
等
性
と
〈
傾
向
〉
で
あ
る
。

差
異
は
こ
れ
に
よ
り
、
過
去
か
ら
未
来
へ
向
か
い
、
個
別
的
な
も
の
か
ら
一
般
的
な

も
の
へ
向
か
う
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
。
不
可
逆
的
な
時
間
の
矢
は
、
す
で
に
差
異

そ
の
も
の
に
宿
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、「
第
一
の
時
間
」
は
〈
現
象
学
的
時

間
〉
つ
ま
り
〈
反
省
〉
に
基
づ
く
時
間
で
は
な
い
。
差
異
が
不
等
な
時
間
を
配
分
し
、

現
在
と
い
う
平
面
へ
縮
約
す
る
こ
と
で
、
時
間
の
矢
を
個
別
的
な
も
の
か
ら
一
般
的

な
も
の
へ
の
移
行
と
見
な
す
の
で
あ
る⑭
。

こ
う
し
て
で
き
た
現
在
の
平
面
は
「
習
慣
」
と
密
接
に
か
か
わ
り
、「
土
台
」
と
し

て
の
時
間
を
構
成
す
る
。
現
在
の
平
面
は
、
観
照－

縮
約
と
い
う
差
異
化
に
着
生
す
る

イ
マ
ー
ジ
ュ（
質
）で
あ
る
。
こ
の
、差
異
に
着
生
す
る「
質
」の
領
土（territorialité

⑮
）、

動
く
平
面
こ
そ
「
習
慣
」
な
の
で
あ
る
。

３
・
第
二
の
時
間

３－

１
・
土
台
と
根
拠
（fon

dem
en

t

）

土
台
と
は
差
異
の
〈
傾
向
〉
の
繰
り
広
げ
に
よ
る
平
面
の
創
設
で
あ
る
。
し
か
し
、

各
々
の
差
異
の
根
底
に
あ
る
差
異
化
を
な
す
流
れ⑯
そ
の
も
の
が
出
現
し
、
諸
々
の
差

異
を
従
え
る
状
況
に
至
る
。
そ
れ
が
「
第
二
の
時
間
」
を
形
成
す
る
時
間
の
「
根
拠
」

で
あ
る
。

「
第
一
の
時
間
」
か
ら
「
第
二
の
時
間
」
へ
の
移
行
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、「
意
志
」

な
ど
の
介
在
を
想
定
す
る
心
理
主
義
的
な
解
釈
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
観
照
す
る

精
神
が
意
志
し
て
、自
ら
の
変
化
を
促
す
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
移
行
は
、

〈
行
動
を
創
る
時
間
〉
と
〈
行
動
す
る
時
間
〉
が
等
し
く
な
る
こ
と
で
あ
る⑰
。〈
行
動

を
創
る
時
間
〉
と
は
連
結
す
る
諸
差
異
で
あ
り
、〈
行
動
す
る
時
間
〉
と
は
こ
の
結
合

に
よ
り
新
た
に
開
か
れ
る
差
異
の
自
己
差
異
化
で
あ
る
。「
第
一
の
時
間
」に
お
い
て

両
者
は
不
等
で
あ
り
、
特
に
観
照
す
る
自
己
差
異
化
を
、
無
意
識
的
・
受
動
的
な
諸

差
異
の
野
性
の
結
合
原
理
が
圧
倒
し
て
い
た
。

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
行
動
が
そ
の
時
間
に
お
い
て
は
「
私
に
は
大
き
す
ぎ

る
」
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
﹇
第
一
の
﹈
時
間
が
、
実
際
、
い

つ
で
も
存
在
す
る⑱
。」

「
第
二
の
時
間
」
に
お
い
て
も
「
能
動
的
総
合
」
は
「
受
動
的
総
合
」
に
依
存
し
て

い
る
。
し
か
し
同
時
に
「
受
動
的
総
合
」
か
ら
、
そ
れ
自
身
の
〈
傾
向
〉
を
展
開
す
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る
「
能
動
的
総
合
」
が
差
異
化
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
力
＝
累
乗
（pu

issan
ce

⑲
）」
と
呼

ば
れ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
受
動
的
総
合
」
と
「
能
動
的
総
合
」
は
等
価

と
な
り
、
互
い
に
貫
入
し
あ
う
。
つ
ま
り
、
引
き
受
け
る
差
異
と
繰
り
広
げ
る
差
異

が
一
体
化
し
、
差
異
化
の
〈
傾
向
〉
が
未
決
定
に
な
る
の
で
あ
る
。〈
傾
向
〉
を
見

失
っ
た
差
異
は
瞬
時
に
休
止
す
る
。
こ
れ
が
「
中
間
休
止
（césu

re

⑳
）」
で
あ
る
。

差
異
化
の
〈
傾
向
〉
が
未
決
定
と
な
る
以
上
、
差
異
は
弛
緩
し
解
体
さ
れ
る
。
こ

の
と
き
、
差
異
の
無
限
の
解
体
可
能
性
と
し
て
後
退
性
の
〈
無
底
（san

s fon
d

）〉
が

示
唆
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
未
決
定
と
な
っ
た
差
異
の
漸
進
的
な
差
異
化
の
流

れ
も
ま
た
出
現
す
る
。
こ
の
流
れ
は
、
差
異
の
〈
傾
向
〉
が
未
決
定
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
各
々
の
差
異
が
識
別
さ
れ
え
ず
未
分
化
と
な
る
が
、〈
傾
向
〉
自
体
が
破
壊
さ
れ

た
の
で
は
な
い
の
で
、
未
分
化
の
差
異
が
差
異
化
の
〈
傾
向
〉
を
発
動
す
る
こ
と
に

よ
る
。
こ
の
後
退
と
漸
進
の
混
成
こ
そ
、時
間
流
を
形
成
す
る
条
件
、す
な
わ
ち
「
時

間
」
の
「
根
拠
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
所
に
立
っ
て
各
々
の
「
受
動
的
総
合
」

す
な
わ
ち
「
土
台
」
と
接
合
し
、
そ
の
生
成
に
関
与
す
る
。
こ
れ
こ
そ
ド
ゥ
ル
ー
ズ

が
「
純
粋
過
去
」
も
し
く
は
「
純
粋
記
憶㉑
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

３－

２
・
純
粋
過
去
の
パ
ラ
ド
ク
ス

純
粋
過
去
に
は
四
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
あ
る
。
過
去
は
、
現
在
と
同
時
に
過
去
で

あ
る
こ
と
。
過
去
自
体
は
過
ぎ
去
ら
な
い
し
、
到
来
も
し
な
い
こ
と
。
過
去
は
存
続

し
（in

siste

）
存
立
し
（con

siste

）
存
在
す
る
（est

）
と
い
う
こ
と
。
過
去
は
、過
ぎ

去
る
現
在
に
先
立
っ
て
前
存
（préexiste

）
し
て
い
る
こ
と㉒
。

「
純
粋
過
去
」
は
、
爆
発
的
・
分
裂
的
で
〈
無
底
〉
へ
通
じ
る
「
部
分
対
象
（objet 

partiel

）」
と
、
未
分
化
で
液
体
的
な
流
体
と
し
て
の
「
潜
在
対
象
（objet virtu

el

）」

の
混
成
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
純
粋
過
去
」
は
全
体
的
な
対
象
を
志
向
し
つ
つ
、
そ

の
不
可
能
性
の
証
示
の
中
で
し
か
存
在
し
え
な
い
の
だ
。

「
純
粋
過
去
」
は
無
数
の
差
異
か
ら
な
る
地
層
で
あ
り
、差
異
は
そ
れ
自
体
差
異
化

す
る
。
し
か
し
「
純
粋
過
去
」
は
、
こ
の
差
異
化
が
未
決
定
と
な
る
「
中
間
休
止
」

の
状
態
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
「
純
粋
過
去
」
は
、
時
間
流
に
よ
り
差
異
を
裁
ち

直
し
て
「
部
分
対
象
」
と
な
し
、「
純
粋
過
去
」
の
全
体
化
の
志
向
の
一
端
を
引
き
受

け
る
も
の
と
す
る
。
全
体
化
の
志
向
は
、そ
れ
を
折
り
こ
ん
で
作
動
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
純
粋
過
去
」
は
不
動
の
動
者
で
あ
り
、「
過
ぎ
去
ら
な
い
し
、
到
来

も
し
な
い
」
で
す
べ
て
を
動
か
す
。
そ
し
て
全
体
化
の
志
向
は
現
在
化
と
折
り
重
な

り
、
過
去
を
現
在
へ
向
け
て
縮
約
し
つ
つ
、
現
在
化
を
繰
り
広
げ
る
差
異
を
規
定
し
、

現
在
と
過
去
と
を
同
時
に
存
在
さ
せ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
は
時
間
を
可
能

に
す
る
時
間
自
身
の
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
現
在
化
さ
れ
ず
、
潜
在
的
・
即
自
的
存

在
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
過
去
自
体
が
、
現
在
を
到
来
さ
せ
つ
つ
過
ぎ
去
ら

せ
る
現
在
化
な
の
だ
か
ら
、
過
ぎ
去
る
現
在
に
先
立
ち
、
前
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３－

３
・「
第
二
の
時
間
」
の
直
立

「
純
粋
過
去
」
は
、
高
所
に
直
立
し
て
各
々
の
差
異
を
裁
ち
直
し
、
全
体
化
へ
向
か

う
。
直
立
が
な
さ
れ
る
理
由
は
、「
受
動
的
総
合
」
の
変
質
に
あ
る
。

「
第
二
の
時
間
」
の
「
中
間
休
止
」
に
よ
り
、「
第
一
の
時
間
」
で
「
受
動
的
総
合
」

を
支
え
て
い
た
多
様
な
差
異
が
解
体
し
、
そ
れ
ら
を
〈
無
底
〉
へ
と
吸
引
す
る
「
死

の
欲
動
（th

an
atos

）」
と
漸
進
性
の
「
生
の
欲
動
（eros

）」
が
同
時
に
発
動
す
る
。

そ
れ
に
よ
り
「
過
ぎ
去
ら
せ
つ
つ
到
来
さ
せ
る
」
時
間
流
が
「
根
拠
」
と
な
り
、諸
々

の
「
受
動
的
総
合
」
を
裁
ち
直
し
て
新
た
な
「
受
動
的
総
合
」
を
も
た
ら
す
。
そ
れ

は
、
未
分
化
の
差
異
の
漸
進
的
な
差
異
化
の
遂
行
で
あ
り
、
全
体
対
象
つ
ま
り
「
潜

在
対
象
」
へ
の
分
化
の
志
向
で
あ
る
。
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
高
所
に
赴
き
、「
虚
焦
点

（foyer virtu
el

）」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
過
ぎ
去
ら
せ
つ
つ
推
し
進
め

る
」
と
い
う
「
時
間
」
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
諸
々
の
「
受
動
的
総
合
」
す
な
わ

ち
「
部
分
対
象
」
を
統
括
す
る
。
後
退
と
漸
進
の
接
合
は
、
時
間
自
体
が
「
純
粋
過

去
」
と
し
て
高
所
に
超
越
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
第
二
の
時
間
」
で
は
、
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「
受
動
的
総
合
」
は
「
記
憶
に
属
す
る
い
っ
そ
う
深
い
受
動
的
総
合㉓
」
と
な
る
。「
受

動
的
総
合
」
は
遍
在
す
る
差
異
で
あ
り
な
が
ら
、
一
挙
に
行
わ
れ
る
全
体
的
な
差
異

化
を
発
動
さ
せ
る
部
分
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
第
二
の
時
間
」
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
受
動
的
で
し
か
な
か
っ
た
「
第
一
の
時
間
」

を
の
り
こ
え
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
行
動
の
等
し
い
時
間
を
創
り
上
げ
る
。「
第
一
の
時

間
」
で
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
行
動
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
て
い
た
が
、「
第
二
の
時
間
」
で

は
行
動
に
よ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
超
越
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
（im

agin
ation

）
す
る
垂
直

の
観
照
が
立
ち
あ
が
り
、
行
動
を
限
り
な
く
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
囲
い
込
む
の
で
あ
る
。

行
動
と
は
時
間
の
総
合
で
あ
り
、
そ
れ
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
す
る
に
は
部
分
的
な
イ

マ
ー
ジ
ュ
を
虚
の
焦
点
で
支
え
る
他
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
部
分
対
象
」
は
「
潜
在

対
象
」
と
な
り㉔
、
常
に
自
己
の
半
身
を
追
い
続
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

３－

４
・「
第
二
の
時
間
」
と
エ
ロ
ス㉕

「
純
粋
過
去
」
が
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
の
混
成
だ
と
し
て
も
、時
間
の
総
合
の
中

で
エ
ロ
ス
や
タ
ナ
ト
ス
が
各
々
に
時
間
を
従
え
て
い
く
仕
方
こ
そ
、
そ
の
発
揮
を
表

す
こ
と
に
な
る
。「
第
二
の
時
間
」
は
、反
復
を
形
成
す
る
差
異
の
支
配
的
な
速
度
を

受
け
入
れ
、
反
復
の
自
己
循
環
を
可
能
に
す
る
点
で
、
エ
ロ
ス
の
総
合
の
時
間
で
あ

る
。「

純
粋
過
去
」
の
直
立
と
と
も
に
「
潜
在
対
象㉖
」
が
原
光
景
（scèn

e

）
と
し
て
開
か

れ
、現
在
化
の
作
動
は
そ
れ
を
め
ぐ
り
過
去
と
現
在
を
循
環
す
る
こ
と
に
な
る
。「
純

粋
過
去
」
は
諸
差
異
の
地
層
で
あ
り
、
現
在
は
、
差
異
化
を
繰
り
広
げ
る
規
定
さ
れ

た
差
異
で
あ
る
。
現
在
は
常
に
過
去
に
向
か
っ
て
超
越
し
な
が
ら
「
純
粋
過
去
」
の

潜
在
的
差
異
を
横
断
し
、
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
断
片
的

差
異
を
流
体
の
よ
う
に
浮
か
べ
る
未
分
化
の
差
異
が
触
発
さ
れ
、
各
々
の
差
異
の
縮

約
と
配
分
を
命
じ
る
差
異
化㉗
が
発
動
す
る
。
虚
焦
点
と
同
時
に
「
潜
在
対
象
」
が
原

光
景
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
て
過
去
は
諸
々
の
差
異
を
現
在
へ
縮
約
し
、

現
在
は
再
び
自
己
へ
と
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。

「
第
二
の
時
間
」
は
〈
自
己
同
一
化
〉
と
い
う
幻
影
へ
向
か
う
エ
ロ
ス
の
時
間
で
あ

り
、
常
に
差
異
を
覆
う
仮
面
つ
ま
り
「
潜
在
対
象
」
を
必
要
と
す
る
「
偽
装
」
で
あ

る
。「
第
二
の
時
間
」
は
、自
己
を
差
異
化
し
つ
つ
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
そ
れ
自
身

の
成
り
立
ち
を
超
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

４
・
第
三
の
時
間

４－

１
・「
第
二
の
時
間
」
か
ら
「
第
三
の
時
間
」
へ

「
第
二
の
時
間
」
は
「
中
間
休
止
」
そ
の
も
の
を
指
す
時
間
で
あ
る㉘
。
し
か
し
、未

だ
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
「
潜
在
対
象
」
と
い
う
仕
方
で
差
異
を
覆
っ
て
い
た
。「
第
三
の
時

間
」
は
、
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
。
そ
の
後
に
現
れ
る
の
は
、
差

異
そ
れ
自
身
、
す
な
わ
ち
「
強
度
（in

ten
sité

）」
で
あ
る
。

「
第
二
の
時
間
」
で
、
現
在
と
過
去
を
循
環
さ
せ
る
蝶
番
（ca

rd
o

㉙
）
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
の
は
、「
潜
在
対
象
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
過
去
の
縮
約
に
よ
る
差
異

と
現
在
の
自
己
差
異
化
に
よ
る
差
異
と
が
つ
り
あ
い
、円
環
は
解
体
す
る
。ニ
ー
チ
ェ

の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
ち
な
ん
で
〈
大
い
な
る
正
午
〉
と
呼
ば
れ
る
瞬
間
で

あ
る
。

そ
れ
は
、「
純
粋
過
去
」
の
差
異
の
縮
約
を
規
定
す
る
諸
々
の
差
異
の
配
分
と
、
縮

約
さ
れ
た
差
異
の
自
己
差
異
化
を
可
能
に
す
る
差
異
の
配
分
と
が
等
し
く
な
る「
時
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
純
粋
過
去
」
の
周
り
を
廻
っ
て
い
た
「
受
動
的
総
合
」
と
「
能

動
的
総
合
」が
再
び
一
つ
に
な
る
の
だ
。
こ
れ
に
よ
り「
潜
在
対
象
」つ
ま
り
イ
マ
ー

ジ
ュ
が
解
体
し
、「
中
間
休
止
」
そ
れ
自
体
が
剥
き
出
し
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
中
間
休
止
」
が
生
成
変
化
を
顕
に
し
、そ
の
速
度
を
支
配
的
に
生
き
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
と
い
う
意
味
で
「
第
三
の
時
間
」
は
行
動
の
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
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照
に
よ
っ
て
行
動
を
作
る
こ
と
で
も
、
差
異
の
配
分
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
も

な
い
。「
第
三
の
時
間
」
は
、時
間
の
生
成
を
そ
の
ま
ま
行
動
と
す
る
時
間
な
の
で
あ

る
。

４－

２
・「
行
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

「
中
間
休
止
」
が
剥
き
出
し
に
な
る
こ
と
で
自
我
は
解
体
さ
れ
、差
異
を
覆
っ
て
い

た
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
の
働
き
で
あ
る
精
神
も
ま
た
解
体
さ
れ
る
。
差
異
は
根
底
か
ら
変

革
さ
れ
、
純
粋
に
そ
れ
自
身
と
な
る
。

「
中
間
休
止
」
に
よ
る
〈
自
己
同
一
化
〉
の
解
体
は
、自
我
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
的
な

回
路
の
解
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
我
を
も
崩
壊
さ
せ
る
。
そ
こ
に
現
れ
る
の
が

「
能
動
的
で
は
あ
る
が
、ひ
び
割
れ
た
《
自
我
》（je fêlé

㉚
）」
で
あ
る
。「
ひ
び
割
れ
た

自
我
」
に
は
、
も
は
や
そ
れ
を
統
べ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
は
働
い
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
繰
り
広
げ
て
い
た
「
受
動
的
総
合
」
／
「
能
動
的
総
合
」
と
い

う
区
別
も
失
わ
れ
る
。
自
我
や
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
条
件
で
あ
っ
た
差
異
の
〈
傾
向
〉
に

も
ひ
び
が
入
り
、
砕
け
る
の
で
あ
る
。「
ひ
び
割
れ
た
自
我
」
と
は
、
自
我
を
自
我
と

す
る
あ
ら
ゆ
る
差
異
化
そ
れ
自
体
の
ひ
び
割
れ
な
の
だ
。こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は「
行

動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ㉛
」
に
言
及
す
る
。

「
時
間
の
総
体
は
、
超
自
我
（su

rm
oi

）
に
よ
っ
て
同
時
に
提
示
さ
れ
禁
止
さ
れ

予
言
さ
れ
る
よ
う
な
途
方
も
な
い
行
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
す
な
わ
ち
〈
行
動
＝

ｘ
〉
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
中
に
取
り
集
め
ら
れ
る32
。」

「
行
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
は
観
照
さ
れ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、観
照

に
依
ら
ず
、
差
異
を
そ
の
ま
ま
観
取
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。「
超
自
我
」
と
は
、

名
も
な
く
形
も
な
い
純
粋
な
命
令
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て「
第
三
の
時
間
」は「
提

示
さ
れ
禁
止
さ
れ
予
言
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、そ
の
観
取
が
「
行
動
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」

な
の
で
あ
る
。「
超
自
我
」
は
〈
自
己
同
一
性
〉
を
奉
じ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
最
後
の
姿

で
あ
り
、そ
れ
が
禁
じ
つ
つ
予
言
し
た
も
の
を
「
超
自
我
の
予
言
を
成
就
す
る
〈
後
〉

と
い
う
様
態
で
反
復
」
す
る
。
こ
の
〈
反
復
〉
は
、「
第
一
の
時
間
」
や
「
第
二
の
時

間
」
の
よ
う
に
〈
傾
向
〉
に
沿
っ
て
差
異
を
繰
り
広
げ
る
反
復
で
は
な
く
、
一
回
の

出
来
事
が
無
数
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
（sim

u
lacre

）
に
差
異
化
さ
れ
る
「
ｎ
乗
す
る

〈
反
復
〉」
な
の
で
あ
る
。

４－

３
・「
第
三
の
時
間
」
と
タ
ナ
ト
ス

「
第
三
の
時
間
」
は
タ
ナ
ト
ス
に
従
う
時
間
で
あ
る
。「
第
三
の
時
間
」
で
は
、
決

し
て
自
己
を
回
帰
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
直
線
の
時
間
を
従
え
る
も
の
と
し
て
タ
ナ
ト

ス
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

「
第
二
の
時
間
」
は
す
で
に
「
中
間
休
止
」
で
あ
り
、「
強
度
」
が
出
現
す
る
条
件

は
整
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
差
異
化
の
〈
傾
向
〉
を
破
壊
し
な
い
ま
ま
、「
差
異
」
と

「
反
復
」
を
編
成
し
直
し
た
た
め
、大
規
模
な
全
体
化
を
目
指
す
自
己
回
帰
の
回
路
と

な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
循
環
を
駆
動
す
る
エ
ロ
ス
を
休
止
さ
せ
る
〈
大
い
な
る
正
午
〉
が

到
来
す
る
。
二
つ
の
セ
リ
ー
を
駆
動
さ
せ
、
統
合
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
投
じ
て
い
た

過
去
と
現
在
の
循
環
は
、
両
者
が
一
体
化
す
る
こ
と
で
崩
壊
し
、
垂
直
的
な
統
合
の

不
可
能
性
が
露
わ
に
な
る
。
こ
の
不
可
能
性
の
露
呈
は
、
方
向
そ
の
も
の
の
解
体
で

あ
る
。
漸
進
・
後
退
と
い
っ
た
方
向
、
つ
ま
り
「
時
間
の
矢
」
す
ら
失
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
観
照
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
覆
わ
れ
な
い
純
粋
な
差
異
の
到
来
に

よ
り
、「
強
度
」
が
初
め
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
強
度
」
と
は
差
異
の

強
さ
で
あ
り33
、「
差
異
」
と
は
「
差
異
化
＝
微
分
化
（différen

tiation

）」
し
ゆ
く
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
タ
ナ
ト
ス
が
、
方
向
を
主
と
す
る
基
数
に
代
わ
り
、
順
序
を
主

と
す
る
序
数
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。「
第
二
の
時
間
」に
お
い
て
タ
ナ

ト
ス
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
形
成
す
る
静
的
で
自
己
循
環
的
な
差
異
の
速
度
に
抗
い
、
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無
限
後
退
へ
自
己
解
体
し
て
い
く
欲
望
（d

ésir

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
第
三
の
時

間
」
で
は
、
差
異
を
支
配
す
る
速
度
に
亀
裂
を
入
れ
、
無
限
に
多
様
な
速
度
を
そ
こ

か
ら
解
放
的
に
導
き
出
す
肯
定
的
欲
望
に
生
成
す
る
。
タ
ナ
ト
ス
は
、
支
配
的
な
速

度
を
基
に
（
基
数
）
差
異
の
配
分
を
促
す
エ
ロ
ス
を
断
ち
切
り
、差
異
の
生
起
す
る
事

実
的
な
順
序
の
み
を
問
題
に
し
て
（
序
数
）
速
度
を
解
放
す
る
の
だ
。
こ
う
し
て
新
た

な
も
の
の
展
開
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

各
々
の
差
異
は
互
い
を
巻
き
込
み
消
去
す
る
可
能
性
を
孕
む
が
、「
第
一
の
時
間
」

の
よ
う
に
共
立
不
可
能
な
差
異
を
打
ち
消
す
こ
と
は
な
い
。「
第
一
の
時
間
」
で
は

〈
傾
向
〉
に
よ
り
差
異
の
速
度
が
固
定
化
さ
れ
て
い
た
た
め
、速
度
の
共
立
不
可
能
性

は
共
生
の
不
可
能
性
に
ま
で
至
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
第
三
の
時
間
」
で
は
、
差
異

の
速
度
の
解
放
か
ら
必
然
的
に
多
次
元
世
界
が
生
成
す
る
が
ゆ
え
に
、
共
立
不
可
能

な
差
異
の
共
立
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る34
。

４－

４
・
直
線
・「
セ
リ
ー
（série

）」

「
第
三
の
時
間
」
を
代
表
す
る
概
念
は
「
セ
リ
ー
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
線
の
時
間

で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。「
第
三
の
時
間
」
で
は
、〈
自
己
同
一
性
〉
に
還
元
し
得
な

い
「
セ
リ
ー
」
の
概
念
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。「
セ
リ
ー
」
と
は
、時
間
の
直
線
的

な
表
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
差
異
の
力
動
的
な
「
強
度
」
の
生
成
の
表
象
で
あ
り
、
異

質
な
時
間
・
空
間
を
同
時
に
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
第
三
の
時
間
」
で
は
、
差
異
は
不
等
な
ま
ま
〈
前
・
後
〉
つ
ま
り
過
去
・
未
来
に

開
放
さ
れ
、
互
い
に
巻
き
込
み
あ
い
な
が
ら
ど
こ
ま
で
も
離
散
（d

iasp
ora

）
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
差
異
は
無
限
に
差
異
化
し
て
互
い
を
繰
り
広
げ
よ
う
と
し
、
共
立
不
可

能
と
な
る
。
こ
の
共
立
不
可
能
な
差
異
を
配
分
す
る
の
が
「
強
度
」
で
あ
る
。「
強

度
」
は
、
互
い
に
異
質
な
差
異
の
無
限
の
自
己
差
異
化
す
な
わ
ち
細
分
化
で
あ
り
、

同
時
に
そ
れ
ら
の
差
異
の
不
協
和
か
ら
新
た
な
差
異
を
開
く
「
異
化=

分
化

（différen
ciation

）」
の
原
理
で
も
あ
る
。「
強
度
」
か
ら
〈
前
・
後
〉
に
割
り
振
ら
れ

た
差
異
は
、割
り
振
る
「
強
度
」
と
は
異
質
な
そ
れ
自
身
の
「
強
度
」
を
持
ち
、各
々

の
差
異
の
特
異
性
を
繰
り
広
げ
つ
つ
、
互
い
の
自
己
差
異
化
と
同
時
に
「
強
度
」
の

合
成
へ
と
向
う
。「
異
化
＝
分
化
」
と
は
こ
の
合
成
で
あ
り
、
生
成
す
る
「
セ
リ
ー
」

の
あ
ら
ゆ
る
差
異
の
速
度
を
俯
瞰
し
、「
セ
リ
ー
」
の
形
と
な
る
新
た
な
強
度
を
生

み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
相
反
す
る
差
異
が
互
い
を
開
放
し
あ
い
異
質
な
差

異
へ
己
を
細
分
化
す
る
「
差
異
化
＝
微
分
化
」
と
同
時
に
進
行
す
る
「
一
義
性

（u
n

ivocité

）」
の
原
理
な
の
で
あ
る
。「
異
化
＝
分
化
」
／
「
差
異
化
＝
微
分
化
」
の

原
理
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
時
間
と
自
由
』
に
お
け
る
「
純
粋
持
続
」
の
概
念
か
ら

多
く
の
着
想
を
得
て
い
る
。「
第
三
の
時
間
」
は
こ
の
意
味
で
、「
第
二
の
時
間
」
以

上
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
時
間
理
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
諸
々
の
差
異
は
己
自
身
を
開
放
し
つ
つ
、「
強
度
」
の
線
で
あ
る
「
セ

リ
ー
」
を
形
作
る
。
こ
の
線
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
「
直
線
」
と
表
現
す
る
。
前
と
後
に

差
異
化
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
不
連
続
な
各
々
の
差
異
は
、
無
限
に
差
異
化
と
異
化

を
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
未
来
と
過
去
と
い
う
分
裂
し
た
直
線
を
形
成
す
る
。
文
字
通

り
未
来
と
過
去
に
ま
っ
す
ぐ
に
延
び
た
線
で
あ
り
、
し
な
や
か
で
動
的
な
形
を
失
う

こ
と
の
な
い
線
。
共
立
不
可
能
な
差
異
の
共
立
可
能
性
を
示
す
が
ゆ
え
に
、「
一
義

的
」
と
呼
ば
れ
う
る
線
。
こ
の
動
的
な
線
の
形
こ
そ
「
強
度
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
時
我
々
は
、
も
は
や
能
動
性
を
表
象
す
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
、
真
に
能

動
的
に
な
っ
た
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
差
異
と
一
つ
に
な
り
「
強
度
」
と
い
う
差
異

の
形
を
〈
私
は
感
じ
る
（Je sen

se

）35
〉
事
が
、
そ
の
動
き
そ
の
も
の
を
生
き
る
能
作

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
第
三
の
時
間
」
で
最
後
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
言
わ
ん

と
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
・
お
わ
り
に

以
上
が
、「
第
一
の
時
間
」
か
ら
「
第
三
の
時
間
」
に
至
る
ま
で
の
推
移
で
あ
る
。
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ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
の
間
、
多
く
の
哲
学
者
や
精
神
分
析
学
者
に
言
及
す
る
が
、
彼
ら

は
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
繋
が
れ
て
ゆ
く
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
研
究
と
は
、
こ
の
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
に
参
加
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
索
は
正
当
な
道
筋
な
ど
提
起
し
な
い
も
の
だ
ろ

う
。
決
し
て
差
異
の
配
分
を
支
配
す
る
収
斂
へ
む
か
う
こ
と
は
無
く
、
差
異
か
ら
生

成
し
再
び
差
異
へ
と
戻
っ
て
い
く
、
無
限
に
解
放
さ
れ
た
一
義
性
。
そ
れ
が
本
発
表

で
示
し
え
た
「
第
三
の
時
間
」
の
姿
で
あ
る
。

「
第
三
の
時
間
」
に
つ
い
て
は
、
未
だ
導
入
と
し
て
し
か
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
自
身
の
解
明
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注①　

Jacqu
es D

errida, L
a voix et le ph

én
om

èn
e,pu

f,1967.

②　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
仕
事
は
、
初
期
・
中
期
・
後
期
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
初
期
は
独

自
の
思
索
の
展
開
と
い
う
よ
り
も
、様
々
な
哲
学
者
の
独
創
的
な
解
釈
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
。
例
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
論
の
『
経
験
論
と
主
体
性
』、
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
の
『
ベ
ル

ク
ソ
ニ
ズ
ム
』等
が
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
自
ら
の
思
想
を
展
開
し
始
め
る
の
は
中
期

以
降
で
、そ
の
第
一
作
が
『
差
異
と
反
復
』
で
あ
っ
た
。
中
期
に
位
置
づ
く
も
の
は
こ

れ
を
含
め
て
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
と
の
共
著
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
等
が

あ
る
。
明
確
な
区
分
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、『
差
異
と
反
復
』
以
降
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

は
あ
る
時
は
単
独
で
、
あ
る
時
は
ガ
タ
リ
や
ク
レ
ー
ル
・
パ
ル
ネ
等
と
共
闘
し
な
が

ら
、
新
た
な
思
索
の
展
開
へ
分
け
入
っ
て
い
っ
た
。

③　

既
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
時
間
論
の
先
行
研
究
と
し
て
檜
垣

立
哉
の
『
永
遠
と
瞬
間
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
〇
年
）
が
あ
る
。「
第
三
の
時
間
」
に

つ
い
て
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
論
も
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
論

で
重
視
す
る
の
は
「
第
一
の
時
間
」
か
ら
「
第
三
の
時
間
」
ま
で
の
方
途
で
あ
り
、檜

垣
の
著
述
と
視
点
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。

④　

G
illes D

eleu
ze,D

ifféren
ce et répétition

 ,pu
f,1968

（
以
下
略
号D

R

）,p.265.

　

虚
辞
のN

E

が
否
定
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
議
論
か
ら
「（
非
）－

存
在

（（n
on

）-être

）」「
？－

存
在
（?-être

）」
を
導
き
だ
す
こ
の
個
所
は
、短
い
な
が
ら

「
存
在
」
を
解
体
す
る
注
目
す
べ
き
概
念
創
造
が
行
わ
れ
て
い
る
。

⑤　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
心
理
主
義
を
注
意
深
く
退
け
て
い
る
。ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
論
じ
る
際
に

精
神
や
意
志
の
力
に
よ
る
創
造
を
志
向
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

⑥　

D
R

,p.97.

⑦　

D
R

,p.97.

⑧　

D
R

,p.22~25.　
「
概
念
の
自
然
的
阻
止
」
に
お
け
る
「
超
越
論
的
論
理
学
」
参
照
。

⑨　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
初
期
の
著
作
『
経
験
論
と
主
体
性
』
以
来
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
、１
８
５
９

－

１
９
４
１
」「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
差
異
の
概
念
に
つ
い
て
」（『
無
人
島　

１
９
５
３－

１
９
６
８
』
河
出
書
房
新
社　

二
〇
〇
三
年
所
収
）
等
に
お
い
て
頻
出
す
る
概
念
。
因

果
性
を
退
け
、
目
的－

原
因
連
関
で
は
な
く
、
因
果
性
の
機
能
を
果
た
し
つ
つ
そ
こ
か

ら
少
し
は
み
出
た
変
則
性
を
持
つ
準－

因
果
的
（q

u
a

si ca
u

se

）
な
働
き
を
表
現
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。『
差
異
と
反
復
』の
時
間
論
で
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
が
、

議
論
の
展
開
上
、〈
傾
向
〉
を
考
慮
し
つ
つ
分
析
す
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
導
入

し
た
。

⑩　

D
R

,p.107.

⑪　

D
R

,p.100.

⑫　

D
R

,p.107.

⑬　

結
合
原
理
と
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
言
う
「
連
合
主
義
」
を
指
す
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
じ
く
こ
の
原
理
に
行
き
当
た
り
、ヒ
ュ
ー
ム
の
分

析
を
取
り
戻
し
て
い
る
点
を
賛
え
て
い
る
。D

R
,p.98.

⑭　

D
R

,p.97.

⑮　
『
ア
ン
チ・オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
初
め
て
提
起
す
る
概
念（G

illesD
eleuzeF 
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 É
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以
下
略

号A
Œ

）。
し
か
し
『
差
異
と
反
復
』
で
す
で
に
「
土
台
」
を
土
地
と
関
連
付
け
た
記

述
が
み
ら
れ
、
後
の
「
領
土
」
と
の
関
連
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑯　

こ
れ
を
『
意
味
の
論
理
学
』
や
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
を
先
取
り
し
て
「
充

実
身
体
」
あ
る
い
は
「
器
官
な
き
身
体
（C

sO

）」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑰　
D

R
,p.146.

⑱　

D
R

,p.120.

⑲　

D
R

,p.128.

⑳　

Ｈ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
論
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
註
解
』・『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
註
解
』
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で
使
用
さ
れ
る
、
劇
の
筋
の
流
れ
の
区
切
り
を
表
す
語
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
自
身
、
前
と

後
の
配
分
と
い
う
時
間
的
意
味
合
い
を
含
ま
せ
て
お
り
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
れ
を
利
用

し
て
時
間
論
を
展
開
す
る
。「
第
三
の
時
間
」
の
導
入
部
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
周
知

だ
が
、
す
で
に
「
第
二
の
時
間
」
が
「
中
間
休
止
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
を
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

㉑　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
時
間
と
自
由
』・『
物
質
と
記
憶
』
な
ど
か
ら
多
大
な
影
響
を
う
け

て
創
造
さ
れ
た
概
念
。同
じ
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
根
源
的
過
去
」
と
同
じ
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

㉒　

D
R

,p.110~p.112.

㉓　

D
R

,p.108.

㉔　

D
R

,p.136.

㉕　

エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
は
フ
ロ
イ
ト
に
よ
り
打
ち
立
て
ら
れ
た
概
念
だ
が
、ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
、
そ
れ
に
独
自
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

㉖　
「
潜
在
対
象
」
は
「
対
象
＝
ｘ
」
と
同
義
で
あ
る
。
虚
焦
点
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
「
純

粋
過
去
」に
よ
り
無
意
識
的
に
形
成
さ
れ
る
時
間
の
潜
在
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
実

質
的
に
は
「
部
分
対
象
」
と
同
じ
く
断
片
的
だ
が
、時
間
の
流
動
性
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で

あ
る
た
め
、虚
焦
点
を
伴
う
と
全
体
的
な
対
象
を
虚
的
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
す
る
よ
う
に
な

る
。

㉗　

支
配
的
速
度
の
中
で
の
差
異
の
縮
約
は
、
差
異
が
己
の
速
度
を
自
由
に
展
開
す
る

「
第
三
の
時
間
」
に
お
け
る
強
度
の
合
成
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
異
化

＝
分
化
と
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。

㉘　

D
R

,p.121.

㉙　

C
h

arn
ièr

と
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
序
数
（ordin

al

）
と
基
数

（cardin
al

）
と
の
差
異
を
意
識
し
、蝶
番
を
表
す
の
に
あ
え
てcardo

と
し
た
。「
第

二
の
時
間
」
は
基
数
的
な
時
間
な
の
で
あ
る
。
序
数
は
「
第
三
の
時
間
」
を
表
す
数
と

し
て
使
用
さ
れ
る
。

㉚　

D
R

,p.146.

㉛　

D
R

,p.146.

32　

D
R

,p.146.

33　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
強
度
を
差
異
と
同
一
視
す
る
。

34　
「
共
立
不
可
能
な
も
の
の
共
立
」
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
の
引
用
だ
が
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
差
異
の
不
協
和
が
生
み
出
す
差
異
の
生
成
に
お
け
る「
共
立
不
可
能
な
も
の
の
共

立
」
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

35　

A
Œ

,p.25

〜26

．『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
表
現
だ

が
、『
差
異
と
反
復
』
の
特
に
「
第
三
の
時
間
」
以
降
の
議
論
に
あ
て
は
め
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
と
判
断
し
、
使
用
し
た
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


