
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

亀

井

大

輔

は
じ
め
に

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
︵
一
九
三
〇
～
二
〇
〇
四
年
︶
の
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
思

考
の
展
開
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
︑
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
︵
一
八
九
二

～
一
九
四
〇
年
︶
は
き
わ
め
て
重
要
な
思
想
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は

デ
リ
ダ
が
著
し
た
二
つ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
論
│
│
﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
を
読
解
し
た

﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂︵
一
九
八
五
年
︶
と
︑﹁
暴
力
批
判
論
﹂
を
読
解
し
た
﹁
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
個
人
名
﹂︵﹃
法
の
力
﹄
第
二
部
︑
一
九
九
四
年
︶
│
│
を
見
れ
ば
容
易
に
気
づ

か
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
論
考
は
ど
ち
ら
も
︑
単
な
る
批
判
的
言
及
や
部
分
的
注
目
で

は
な
く
︑
テ
ク
ス
ト
全
体
に
わ
た
る
非
常
に
丹
念
か
つ
粘
り
強
い
読
解
を
繰
り
広

げ
て
お
り
︑
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り
が
見
て
取

れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
二
論
考
以
外
に
も
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
言
及
は
デ
リ
ダ
の
数

多
く
の
著
作
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑
デ
リ
ダ
が
い
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
解
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
試
み
の
一
端
と
し
て
︑
そ
の
出
発
点
に
あ
た
る
一
九
七
〇
年
代
の
デ
リ
ダ

に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
を
明
ら
か
に
す
る
︒
と
い
う
の
も
︑﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂

が
発
表
さ
れ
る
よ
り
も
前
の
時
期
か
ら
︑
デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
言
及
を
開

始
し
て
お
り
︑﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹂
と
題
し
た
全
三
回
の
講
義
原
稿

を
遺
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
本
稿
は
ひ
と
つ
の
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
︑
遺
稿
を

含
む
こ
の
時
期
の
資
料
を
読
み
解
く
こ
と
で
︑
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
の
﹁
出

会
い
﹂
の
諸
相
を
書
き
留
め
る
こ
と
に
し
た
い
︒

以
下
本
論
で
は
︑
ま
ず
必
要
な
こ
と
と
し
て
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
受
容
の
一
端
を
確
認
し
た
後
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
め
ぐ
る
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
事

情
を
整
理
す
る
こ
と
で
考
察
の
準
備
を
整
え
た
い
︒
そ
の
後
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義

を
中
心
に
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
を
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
︒

一

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
受
容
に
つ
い
て

デ
リ
ダ
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
み
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
素

朴
な
疑
問
に
答
え
る
に
は
︑
デ
リ
ダ
を
取
り
巻
く
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
受
容
や
読
解
の
歴
史
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
デ
リ
ダ
を
中
心
と

し
た
範
囲
に
限
定
し
︑
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
受
容
に
つ
い
て
簡
単
に
辿
っ
て

お
き
た
い
︒

生
前
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
雑
誌
に
い
く
つ
か
寄
稿
し
て
お
り
︑
ま
た

﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
時
代
の
芸
術
作
品
﹂︵
一
九
三
六
年
︶
は
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ

ソ
ウ
ス
キ
ー
の
仏
訳
で
﹃
社
会
研
究
﹄
誌
に
掲
載
さ
れ
る
な
ど
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
の
い
く
つ
か
は
早
く
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
︒
ま

た
︑
没
後
︑﹁
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
﹂
が
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
公
表
さ
れ
た
が(

)
︑
反
響

1

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ(

)
︒

2

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て
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一
般
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
重
要
な
思
想
家
と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
︑
一
九
五
五
年
に
ア
ド
ル
ノ
の
編
集
に
よ
り
著
作
集
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を

起
点
と
す
る
︒
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
五
九
年
に
︑
そ
の
著
作
集
の
な
か
か
ら
七
篇

が
選
ば
れ
︑
デ
リ
ダ
の
師
に
あ
た
る
モ
ー
リ
ス
・
ド
・
ガ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
仏
訳

に
よ
る
﹃
選
集
﹄(

)
が
刊
行
さ
れ
る
︒
よ
っ
て
こ
の
時
点
で
︑
デ
リ
ダ
は
少
な
く
と

3

も
仏
訳
を
通
じ
て
テ
ク
ス
ト
に
接
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ

し
︑
一
九
六
〇
年
代
の
デ
リ
ダ
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
ん
だ
形

跡
は
見
あ
た
ら
な
い
︒

そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
次
第
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
く
︒

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
親
交
の
あ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
を
創
刊
者
と
し
︑
当
時

デ
リ
ダ
の
論
考
も
い
く
つ
か
掲
載
し
て
い
た
﹃
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
﹄
誌
は
︑
一
九
六

九
年
に
初
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
特
集
を
組
み
︑
三
つ
の
論
文
を
掲
載
す
る(

)
︒
注
目
す

4

べ
き
こ
と
に
︑
意
外
に
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
論
文
﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
﹂(

)
に
は
︑
す
で
に
デ
リ
ダ
へ
の
言
及
が
あ
り
︑

5

早
く
も
デ
リ
ダ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
ポ
ー

ル
・
ド
・
マ
ン
の
学
生
だ
っ
た
一
九
六
六
年
に
ド
・
マ
ン
か
ら
デ
リ
ダ
の
論
考
を

紹
介
さ
れ
︑
す
で
に
読
ん
で
い
た
︒
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
教
員
に
な
り
︑
一
九

六
八
年
に
デ
リ
ダ
を
講
演
に
招
聘
し
て
以
来
︑
二
人
は
親
交
を
結
ん
で
い
る(

)
︒
こ

6

の
特
集
に
つ
い
て
は
デ
リ
ダ
も
後
述
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
で
言
及
し
て
お
り
︑
そ

の
う
ち
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
論
文
に
つ
い
て
は
﹁
良
い
論
文
﹂︵
W
B
2-2︶
だ
と
一
言

触
れ
て
い
る
︒

さ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
本
格
的
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
受
容
が
始
ま
っ
た
の
は
︑

一
九
七
一
年
に
同
じ
く
ガ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
仏
訳
に
よ
り
︑
第
一
巻
﹁
神
話
と
暴

力
﹂︑
第
二
巻
﹁
詩
と
革
命
﹂
と
題
が
冠
さ
れ
た
二
巻
の
論
集
が
刊
行
さ
れ
て
か

ら
の
こ
と
で
あ
る(

)
︒
デ
リ
ダ
は
こ
の
仏
訳
論
集
か
ら
参
照
・
引
用
す
る
こ
と
が
多

7

く
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
本
格
的
に
読
み
始
め
た
の
は
こ
の
著
作
集
の
刊
行
以
後
と
考

え
ら
れ
る
︒
一
九
七
二
年
か
ら
は
ド
イ
ツ
語
の
﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
全
集
﹄
刊
行
が
始

ま
り
︑
そ
れ
に
伴
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
さ
ら
に
増
え
て
い
く
︒
こ
う
し
て
一
九

八
〇
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
は
活
況
を
呈
す
る
こ
と
に
な

り
︑
一
九
八
三
年
六
月
二
七
～
二
九
日
に
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
コ
ロ
ッ
ク

﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
パ
リ
﹂(
)
は
そ
れ
を
象
徴
す
る
催
し
だ
ろ
う
︒
デ

8

リ
ダ
は
こ
の
コ
ロ
ッ
ク
に
参
加
し
て
い
な
い
が
︑
彼
も
ま
た
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂
な

ど
に
よ
っ
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
受
容
に
欠
か
せ
な
い
人
物
と
な
り
︑
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ

ク
・
ナ
ン
シ
ー
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ク
ー
＝
ラ
バ
ル
ト
ら
に
い
た
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

読
解
の
流
れ
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る(

)
︒

9

二

一
九
七
〇
年
代
の
デ
リ
ダ
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ

の
言
及

で
は
次
に
︑
一
九
七
〇
年
代
に
デ
リ
ダ
が
お
こ
な
っ
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
言
及

に
つ
い
て
確
認
を
お
こ
な
う
︒
な
お
本
節
で
は
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ア
ー

ヴ
ァ
イ
ン
校
に
所
蔵
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ヴ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
調
査(

)
も
ふ
ま
え

10

た
︑
文
献
的
な
整
理
が
中
心
と
な
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
︒

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
言
及
は
き
わ
め
て
限
定
的
で

あ
る
︒
刊
行
さ
れ
た
デ
リ
ダ
の
著
書
に
お
い
て
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
論
究
す
る
テ
ク

ス
ト
は
ひ
と
つ
︑﹁
＋
Ｒ
︵
お
ま
け
に
︶
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
︒

こ
れ
は
一
九
七
五
年
に
画
家
ヴ
ァ
レ
リ
オ
・
ア
ダ
ミ
の
デ
ッ
サ
ン
作
品
と
と
も
に

画
集
﹃
デ
ッ
サ
ン
の
旅
﹄(

)
に
収
録
さ
れ
︑
次
い
で
一
九
七
八
年
に
デ
リ
ダ
の
著
作

11

﹃
絵
画
に
お
け
る
真
実
﹄(
)
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
＋
Ｒ
﹂

12

に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
言
及
部
分
だ
け
が
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
︑﹁
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
肖
像
﹂
と
し
て
一
九
七
八
年
に
論
集
に
収
録
さ
れ
て
お
り(

)
︑
ド
イ
ツ
語

13

圏
で
は
こ
ち
ら
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

六
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デ
リ
ダ
の
雑
誌
掲
載
テ
ク
ス
ト
に
は
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
言
及
が
二
つ
あ
る
︒

ひ
と
つ
め
は
︑
一
九
七
五
年
に
雑
誌
﹃
デ
ィ
ア
グ
ラ
フ
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
︑﹁
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
つ
い
て
の
三
十
八
の
回
答
﹂︵
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
つ
い
て

の
著
名
人
三
十
八
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
︶(
)
の
な
か
の
デ
リ
ダ
の
回
答
で
あ
り
︑
そ

14

こ
に
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
生
産
者
と
し
て
の
︿
作
者
﹀﹂
へ
の
参
照
が
あ
る
︒
ふ
た

つ
め
は
︑
同
じ
く
﹃
デ
ィ
ア
グ
ラ
フ
﹄
誌
に
お
い
て
一
九
七
七
年
に
掲
載
さ
れ
た

デ
リ
ダ
へ
の
長
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
り(

)
︑
質
問
者
と
こ
の
参
照
に
つ
い
て
や
り

15

と
り
し
て
い
る
︒

公
刊
済
み
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
以
上
で
あ
る
が
︑
遺
稿
に
目
を
移
す
と
︑
デ

リ
ダ
は
こ
の
時
期
に
﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹂
と
題
し
た
全
三
回
の
講
義

を
実
施
し
て
い
る
︒
こ
の
講
義
は
︑﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
ア
ー

カ
イ
ヴ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
タ
イ
プ
打
ち
原
稿
で
あ
り
︑
一
九
七
六
～
七
七
年
の

講
義
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る(

)
︒
各
回
の
冒
頭
に
は
﹁
W
alter
B
enjam
in(1)﹂

16

か
ら
同
﹁
(3)﹂
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
が
冠
さ
れ
て
お
り
︑
第
一
回
︵
全
一
〇
頁
︶
は

﹁
複
製
技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
﹂︑
第
二
回
︵
全
一
一
頁
︶
は
﹁
生
産
者
と

し
て
の
︿
作
者
﹀﹂︑
第
三
回
︵
全
八
頁
︶
は
﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
が
主
な
読
解
対

象
と
な
っ
て
い
る
︒

講
義
の
実
施
年
度
に
つ
い
て
は
︑
ア
ー
カ
イ
ヴ
で
は
一
九
七
六
～
七
七
年
と
さ

れ
て
い
た
が
︑
原
稿
に
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
実
施
年
度
は

ア
ー
カ
イ
ヴ
の
資
料
整
理
の
過
程
で
特
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の

年
度
が
正
確
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
証
の
余
地
が
あ
る
︒
そ
の
理
由
は
二
つ
︒

第
一
に
︑
デ
リ
ダ
が
﹃
海
域
﹄
で
﹁
一
九
七
四
年
ま
た
は
一
九
七
五
年
の

D
ie

A
ufgabe
des
Ü
bersetzers︹
翻
訳
者
の
使
命
︺
に
つ
い
て
の
パ
リ
で
の
セ
ミ

ネ
ー
ル
﹂(

)
と
書
い
て
い
る
︒
こ
れ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
第
三
回
の
﹁
翻
訳
者
の
使

17

命
﹂
読
解
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
︑
講
義
は
最
も
早
く
て
一
九
七
四
年
ま
で

遡
る
は
ず
だ(

)
︒
第
二
に
︑
デ
リ
ダ
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
第
一
回
講
義
で
言
及

18

さ
れ
る
画
家
ヴ
ァ
レ
リ
オ
・
ア
ダ
ミ
と
の
交
流
は
一
九
七
五
年
に
始
ま
っ
て
い
る

の
で(

)
︑
少
な
く
と
も
ア
ダ
ミ
と
の
遭
遇
以
前
の
一
九
七
四
年
に
遡
る
こ
と
は
な
い

19

と
思
わ
れ
る
︒
以
上
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹂
講
義
の
実
施
は
一

九
七
五
年
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
︑
同
年
の
﹁
＋
Ｒ
﹂

は
こ
の
講
義
と
同
じ
時
期
に
準
備
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
︑
実
際
に
第
一
回
講
義
と

内
容
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
頷
け
る
︒

な
お
︑
こ
の
時
期
の
他
の
講
義
原
稿
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
登
場
し
て
い
る
可
能
性

も
も
ち
ろ
ん
あ
る
︒
ひ
と
つ
挙
げ
る
と
︑
デ
リ
ダ
が
一
九
七
七
～
七
八
年
に
実
施

し
た
﹁
時
間
を
与
え
る
﹂
講
義
で
あ
る
︒
そ
の
前
半
部
は
一
九
九
一
年
に
著
書
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
が
︵
後
半
部
は
二
〇
二
一
年
に
刊
行(
)

︶
︑
そ
こ
に
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

20

の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
と
﹃
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
﹄
の
言
及
が
あ
る(
)
︒
た
だ
し
デ
リ
ダ
の

21

参
照
す
る
﹃
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
﹄
の
ド
イ
ツ
語
版
は

一
九
七
四
年
︑
仏
訳
は
一
九
八
二
年
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
遺
稿
が
﹃
パ
サ
ー
ジ
ュ

論
﹄
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
八
二
年
︑
デ
リ
ダ
が
引
用
す
る
仏
訳
は
一
九

八
九
年
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
九
七
七
～
七
八
年
当
時
の
講
義
原
稿
に
﹃
第

二
帝
政
期
の
パ
リ
﹄
を
ド
イ
ツ
語
で
参
照
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
れ

以
外
の
言
及
は
原
稿
を
著
書
に
仕
上
げ
る
さ
い
の
加
筆
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒

こ
の
点
も
含
め
講
義
原
稿
の
解
明
は
こ
れ
か
ら
も
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
し
か
し
本
稿
で
は
︑
と
り
あ
え
ず
以
上
の
調
査
結
果
を
確
認
し
た
と
こ
ろ

で
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
の
内
実
へ
と
迫
る
こ
と
に
し
た
い
︒

三

｢境
界
の
人
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹂
│
│
デ
リ
ダ
の
描
く
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
像
︵﹁
＋
Ｒ
﹂
と
第
一
回
講
義
︶

｢危
機
的

ク
リ
テ
ィ
ッ
ク

な
位
置
に
あ
る
︑
諸
限
界

リ

ミ

ッ

ト

に
あ
る
批
評
家
︵
hom
m
e
critique︶
︑
境

界
の
人
︵
hom
m
e
frontière︶
﹂
│
│
デ
リ
ダ
が
初
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

六
七
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語
っ
た
と
き
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
姿
は
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
︒
こ
の
表
現
が
見
ら

れ
る
の
は
︑
先
述
の
﹁
＋
Ｒ
﹂︵
＋
R
204/283︶
と
︑
語
句
は
若
干
異
な
る
が
第

一
回
講
義
︵
W
B
1-4︶
に
お
い
て
で
あ
る
︒
本
節
で
は
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を

併
せ
て
参
照
し
な
が
ら
︑
デ
リ
ダ
に
よ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
の
描
出
に
迫
り
た
い
︒

｢＋
Ｒ
﹂
は
︑
画
家
ヴ
ァ
レ
リ
オ
・
ア
ダ
ミ
の
デ
ッ
サ
ン
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ

イ
で
あ
る
︒
後
年
デ
リ
ダ
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば(

)
︑
一
九
七
五
年
に
友
人
か
ら

22

ア
ダ
ミ
の
作
品
を
紹
介
さ
れ
た
の
を
機
に
︑
デ
リ
ダ
は
ア
ダ
ミ
と
初
め
て
会
い
︑

以
後
友
人
と
な
っ
た
︒
ア
ダ
ミ
は
︑
デ
リ
ダ
の
著
作
﹃
弔
鐘
﹄︵
一
九
七
四
年
︶
に

も
と
づ
く
デ
ッ
サ
ン
を
提
案
し
︑
二
人
が
そ
れ
に
共
同
署
名
す
る
こ
と
を
決
め

た
︒
数
ヶ
月
後
︑
ア
ダ
ミ
は
﹃
デ
ッ
サ
ン
の
旅
﹄
と
題
し
た
展
示
会
を
パ
リ
の

ボ
ー
ブ
ー
ル
︵
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
地
区
︶
で
開
催
し
︑
そ
の
カ
タ

ロ
グ
の
文
章
を
デ
リ
ダ
に
依
頼
し
た
︒
そ
こ
で
デ
リ
ダ
が
執
筆
し
た
の
が
︑
こ
の

﹁
＋
Ｒ
﹂
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
︒
そ
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
︑﹃
弔
鐘
﹄
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
作
品
の
ほ
か
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
デ
ッ
サ
ン
﹁
ヴ
ァ
ル

タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
︵
R
itratto
diW
alter
B
enjam
in
︶
﹂
［
図
一
］
も
収
録

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
デ
ッ
サ
ン
は
︑
口
元
に
手
を
添
え
て
う
つ
む
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
顔
写
真
［
図
二
の
右
上
］
│
│
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
が
序
文
を
付
し
た
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
英
語
版
論
集
﹃
イ
リ
ュ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ズ
︵
Illum
inations︶
﹄︵
一
九
六
八

年
︶
の
表
紙
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
│
│
を
モ
デ
ル
と
し
︑
そ
れ
を
独

特
の
大
胆
な
描
線
で
デ
ッ
サ
ン
し
た
も
の
で
あ
る
︒
豊
崎
光
一
は
デ
リ
ダ
と
の
対

話
に
お
い
て
こ
の
デ
ッ
サ
ン
を
︑﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
或
る
種
の

像
イ
マ
ー
ジ
ュ

の
一
個
の
複

製
＝
再
生
︵
reproduction
︶
︑
再
現
＝
表
象
︵
représentation
︶
で
は
な
し
に
︑

そ
の
像
の
変
容
で
あ
り
︑
そ
の
能
動
的
な
翻﹅

訳﹅

﹂(
)
だ
と
評
し
て
い
る
︒
デ
リ
ダ
は

23

カ
タ
ロ
グ
に
添
え
た
文
章
で
︑
ア
ダ
ミ
の
作
品
群
に
つ
い
て
の
言
説
を
展
開
す
る

が
︑
テ
ク
ス
ト
の
後
半
部
で
﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
﹂
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
さ
い
︑
デ
リ

六
八
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ダ
が
と
り
わ
け
参
照
・
引
用
す
る
の
は
﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
時
代
に
お
け
る
芸

術
作
品
﹂︵
一
九
三
六
年
の
仏
語
訳
︶
で
あ
る
︒

他
方
︑
第
一
回
講
義
の
ほ
う
も
︑
次
の
よ
う
に
ア
ダ
ミ
の
作
品
の
紹
介
か
ら
講

義
が
始
ま
っ
て
い
る
︒﹁
み
な
さ
ん
は
も
し
か
し
た
ら
ア
ダ
ミ
に
よ
る
こ
の

﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
﹂︵
一
九
七
三
︶
を
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ

ん
︒
私
が
こ
れ
︹
ア
ダ
ミ
の
作
品
︺
か
ら
話
を
始
め
る
の
は
︑
と
て
も
奇
妙
で
︑

お
そ
ら
く
と
て
も
異
様
だ
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
を
説
明
す
る

こ
と
を
試
み
よ
う
と
思
い
ま
す
﹂︵
W
B
1-1︶
︒
そ
う
述
べ
て
デ
リ
ダ
は
︑﹁
複
製

技
術
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
﹂
へ
と
話
を
進
め
て
い
く
︒﹁
＋
Ｒ
﹂
が
ア
ダ
ミ

の
デ
ッ
サ
ン
を
め
ぐ
る
要
約
し
が
た
い
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
な
ス
タ
イ
ル
の
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
の
に
対
し
︑
第
一
回
講
義
は
よ
り
説
明
的
な
語
り
口
と
な
っ
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
に
両
テ
ク
ス
ト
は
ス
タ
イ
ル
や
重
心
の
置
き
方
の
違
い
が
あ
り
つ

つ
も
︑
基
本
的
な
内
容
は
重
な
っ
て
お
り
︑
同
じ
表
現
も
随
所
に
見
ら
れ
る
︒

境
界
の
人
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
│
│
デ
リ
ダ
は
境
界
線
の
上
に
身
を
置
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

と
い
う
像
を
︑
ア
ダ
ミ
の
デ
ッ
サ
ン
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
︒
デ
リ
ダ
は
︑
こ
の

デ
ッ
サ
ン
か
ら
﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
前
線
︵
L
e
F
ront
B
enjam
in
︶
﹂︵
＋
R
206/286︶

と
い
う
隠
れ
た
銘
文
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
境
界
線

や
前
線
の
モ
チ
ー
フ
に
は
︑
い
く
つ
か
の
含
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
分

析
的
に
引
き
出
し
て
︑
以
下
の
五
点
に
整
理
し
て
お
き
た
い
︒

(一
︶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
絶
命
し
た
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
︒
ア
ダ
ミ
の

デ
ッ
サ
ン
で
は
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
頭
部
の
額
︵
front︶
を
線
が
横
切
り
︑
画
面
を

上
下
に
分
割
し
て
い
る
︒
こ
の
線
は
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
自
殺
し
た
場
所
で
あ
る
フ

ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
を
暗
示
し
て
お
り
︑
左
に
は
ス
ペ
イ
ン
兵
か
フ
ラ
ン

ス
兵
か
わ
か
ら
な
い
歩
哨
が
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
デ
ッ
サ
ン
の
着
色
し
た
版
で
は

こ
の
線
を
境
に
し
て
画
面
は
二
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
て
い
る
︒﹁
一
方
に
は
ナ
チ

に
追
わ
れ
︑
占
領
軍
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
る
ド
イ
ツ
人
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
︵
境
界
線
の

上
で
は
色
彩
は
緑
青
色
に
近
い
︶
が
あ
り
︑
そ
の
下
に
は
︑
同
様
に
監
視
さ
れ
︑
裏

切
ら
れ
︑
抑
圧
さ
れ
る
︑
ま
る
で
赤
い
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
な
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
赤

︵
頭
は
そ
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
︶
が
あ
る
﹂︵
＋
R
205/285︶
︒

(二
︶
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
と
そ
れ
以
前
の
時
代
と
を
分
か
つ
境
界
線
︒

﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
﹂
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
複
製
の
技

術
が
写
真
の
段
階
を
越
え
る
そ
の
瞬
間
に
︑
一
本
の
亀
裂
︑
そ
し
て
ま
た
一
つ
の

新
し
い
境
界
線
が
︑
芸
術
の
空
間
を
走
り
抜
け
る
の
で
あ
る
﹂︵
＋
R
202/281︶
︒

こ
の
境
界
線
上
に
あ
る
の
が
﹁
肖
像
写
真
﹂
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
写
真
に
お

い
て
は
︑
展
示
価
値
が
礼
拝
価
値
を
あ
ら
ゆ
る
戦
線
で
撃
退
し
始
め
て
い
る
﹂

が
︑
礼
拝
価
値
も
無
抵
抗
で
は
な
く
︑
礼
拝
価
値
は
人
間
の
顔
の
写
真
の
な
か
に

﹁
最
後
の
避
難
所
を
見
出
す
の
だ
﹂(

)
︒
つ
ま
り
肖
像
写
真
の
な
か
に
は
︑
こ
の
戦

24

線
が
横
切
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
言
語
で
あ
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
言
う
よ
う
に
︑
グ
ラ
フ
新
聞
で
掲
載
さ
れ
る
写
真
に
︑﹁
は
じ
め
て
説
明
文
が

必
要
と
な
っ
た
の
だ
︒
そ
れ
が
絵
画
の
標
題
と
は
ま
っ
た
く
別
の
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂(

)
︒
ア
ダ
ミ
作
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
│
│
写

25

真
で
は
な
い
と
し
て
も
│
│
に
も
ま
さ
に
︑
B
enjam
in
と
い
う
文
字
が
彼
の
額

の
上
に
刻
ま
れ
て
い
る
︒
デ
リ
ダ
は
こ
れ
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
意
味
で
の
﹁
説

明
文
﹂
と
重
ね
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
︒

(三
︶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
の
な
か
に
矛
盾
し
た
二
つ
の
性
格
を
刻
む
線
︒
こ

れ
に
つ
い
て
は
デ
リ
ダ
の
講
義
を
少
し
辿
ろ
う
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
︑
技
術

的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
到
来
に
よ
っ
て
作
品
の
一
回
性
や
真
正
性
の
価
値
が
破

壊
さ
れ
︑
従
来
の
芸
術
に
危
機
が
も
た
ら
さ
れ
た
︒
こ
の
危
機
へ
の
対
処
と
し
て

登
場
し
た
の
が
﹁
芸
術
の
た
め
の
芸
術
﹂
の
よ
う
な
純
粋
芸
術
の
理
念
で
あ
り
︑

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
の
提
唱
者
の
一
人
と
し
て
詩
人
マ
ラ
ル
メ
の
名
前
を
挙
げ
て
い

る
︒
他
方
︑
そ
れ
に
対
し
て
デ
リ
ダ
は
︑
そ
の
よ
う
な
見
方
は
マ
ラ
ル
メ
を

﹁
少
々
単
純
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂︵
＋
R
203/282︶
と
し
て
次
の
よ
う
に
主
張

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

六
九
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す
る
︒﹁
あ
る
意
味
で
︑
Ｍ
︹
マ
ラ
ル
メ
︺
の
な
か
に
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
耽

美
主
義
的
な
も
の
が
疑
い
な
く
あ
る
と
し
て
も
︑
Ｍ
︹
マ
ラ
ル
メ
︺
は
︑
芸
術
の

危
機
と
こ
の
危
機
の
政
治
的
︱
経
済
的
射
程
に
非
常
に
注
意
深
か
っ
た
だ
け
で
な

く
︑
こ
の
射
程
を
彼
の
主
題
系
の
一
部
︑
彼
の
実
践
的
な
関
心
事
の
一
部
︑
彼
の

著
作
家
と
し
て
の
実
践
の
一
部
に
し
た
︑
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
﹂︵
W
B
1-2︶
︒

こ
の
よ
う
な
マ
ラ
ル
メ
の
﹁
立
場
の
両
義
性
﹂
を
︑
デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自

身
に
も
投
影
す
る
︒
す
な
わ
ち
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
﹁
芸
術
の
技
術
的
・
経
済
的
変
容

の
持
つ
政
治
的
論
点
﹂
に
つ
い
て
の
理
論
家
で
あ
る
と
同
時
に
︑
稀
覯
書
や
初
版

本
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
彼
は
二
つ
の
時
代
に

属
し
て
い
る
の
で
す
︑
彼
は
呪
物
崇
拝
的
で
夢
想
的
な
耽
美
主
義
者
で
あ
る
と
同

時
に
︑
欺
瞞
を
暴
く
政
治
理
論
家
で
も
あ
り
ま
す
︒
両
者
を
同
一
視
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
﹂︵
W
B
1-4︶
︒
こ
う
し
た
矛
盾
し
た
あ
り
方
が
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖

像
に
は
刻
ま
れ
て
い
る
︒

(四
︶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
解
釈
者
を
二
つ
に
切
り
裂
く
線
︒
先
に
述
べ
た
両
義
的
な

あ
り
方
ゆ
え
に
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
は
い
か
な
る
人
物
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
解
釈
者
の

あ
い
だ
で
論
争
が
行
わ
れ
て
き
た
︒﹁
彼
は
は
た
し
て
︑
正
真
正
銘
︑
革
命
的
で

あ
っ
た
の
か
否
か
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
の
か
否
か
︑
弁
証
家
で
あ
っ
た

の
か
否
か
︑
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ
た
の
か
否
か
﹂︵
＋
R
206/287︶
︒
た
と
え
ば
︑

ア
ド
ル
ノ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
非
弁
証
法
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
と
批
判
し
た
の
に
対

し
︑
ア
レ
ン
ト
は
そ
れ
を
逆
に
評
価
し
た
︒
一
九
六
〇
年
代
末
に
は
﹁
ベ
ル
リ

ン
﹂
派
︵
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
ハ
イ
セ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
︑
雑
誌
﹃
ア
ル
テ
ル
ナ
テ
ィ
ー

ヴ
ェ
﹄︶
と
︑
遺
稿
を
管
理
す
る
﹁
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
﹂
派
︵
シ
ョ
ー
レ
ム
︑
ア
ド

ル
ノ
︑
ロ
ル
フ
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
︶
の
あ
い
だ
で
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
遺
稿
刊
行
を
め

ぐ
る
争
い
が
あ
っ
た(

)
︒
こ
う
し
た
動
向
に
つ
い
て
デ
リ
ダ
は
第
二
回
講
義
で
言
及

26

し
︑﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
二
つ
に
分
割
し
た
い
と
思
う
人
々
﹂
は
﹁
こ
の
切
断
が

front︹
額
・
前
線
︺
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
﹂︵
W
B
2-1︶
と
述
べ

て
い
る
︒
デ
リ
ダ
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
あ
り
方
の
前
線
・
境
界
こ
そ

が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
︵
と
く
に
第
三
と

第
四
に
挙
げ
た
︶
含
意
を
集
約
し
て
い
る
の
が
︑
次
の
文
章
で
あ
る
︒

こ
の
物
神
崇
拝
者
に
し
て
夢
想
家
の
美
学
者
は
︑
同
時
に
ま
た
政
治
理
論
家

で
あ
り
︑
戦
闘
的
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
で
も
あ
る
︒
彼
は
︑
一
方
の
側
に

も
他
方
の
側
に
も
同
一
視
さ
れ
え
な
い
し
︑
い
た
る
と
こ
ろ
で
排
斥
さ
れ
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
地
図
上
に
居
場
所
を
も
た
な
い
︒
彼
自
身
は
つ
ね
に
そ

う
あ
ろ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
弁
証
法
的
理
論
家
で
な
い
と
し
て
非

難
さ
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
︒
そ
の
メ
シ
ア
主
義
を
︑
そ
の
神
秘
主
義
を
︑

そ
の
タ
ル
ム
ー
ド
主
義
を
批
判
さ
れ
た
政
治
思
想
家
︒︵
＋
R
203f./283︶

こ
の
よ
う
に
デ
リ
ダ
は
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
額
に
刻
ま
れ
た
線
か
ら
︑
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
両
義
的
な
肖
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
︒

(五
︶
政
治
の
美
化
と
芸
術
の
政
治
化
を
区
別
す
る
線
︒
最
後
に
︑
こ
の
線
は
︑

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
最
後
に
置
か
れ
た
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
よ
る
﹁
政
治
の

美
化
﹂
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
共
産
主
義
に
よ
る
﹁
芸
術
の
政
治
化
﹂(

)
の
あ
い
だ
の

27

境
界
線
︑
容
易
に
反
転
し
て
し
ま
う
両
者
の
あ
い
だ
の
﹁
固
定
す
る
の
が
困
難
な

境
界
﹂︵
W
B
1-10︶
を
も
含
意
す
る
︒
デ
リ
ダ
は
︑
一
九
三
五
年
に
イ
タ
リ
ア
で

生
ま
れ
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
経
験
し
た
ア
ダ
ミ
の
絵
画
は
﹁
き
わ
め
て
明
確
な
意
味
で

反
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
な
の
で
す
︑
ま
さ
に
き
わ
め
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
的
な
意
味
で
︑
つ

ま
り
彼
は
政
治
を
美
化
す
る
の
で
は
な
く
︑
芸
術
を
政
治
化
す
る
の
で
す
﹂︵
W
B

1-10︶
と
評
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
﹁
＋
Ｒ
﹂
で
も
最
後
に
示
唆
さ
れ
て
い
る

が
︑
講
義
で
は
は
っ
き
り
と
し
た
仕
方
で
語
ら
れ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
第
一
回
講
義
で
デ
リ
ダ
は
ア
ダ
ミ
の
デ
ッ
サ
ン
を
紹
介
・
解

七
〇
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説
し
な
が
ら
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
両
義
的
な
肖
像
を
境
界
線
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て

語
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
デ
リ
ダ
は
こ
れ
以
外
に
も
︑
ア
ダ
ミ
に
フ
ロ
イ
ト
を
題
材

に
し
た
デ
ッ
サ
ン
も
あ
る
こ
と
を
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
映
画
と
精
神
分
析
と
の
関
係

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
と
関
連
づ
け
な
が
ら
言
及
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
そ

の
後
も
デ
リ
ダ
が
繰
り
返
し
言
及
す
る
も
の
で
あ
る(

)
︒
28

四

生
産
／
再
生
産
を
め
ぐ
っ
て
│
│
第
二
回
講
義
を
中

心
に

で
は
次
に
︑
第
一
回
講
義
か
ら
第
二
回
講
義
へ
と
目
を
移
そ
う
︒
そ
の
と
き
に

明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
全
三
回
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
に

お
け
る
一
貫
し
た
主
題
は
︑
生
産
／
再
生
産
︵
production/reproduction
︶
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
回
講
義
の
冒
頭
で
デ
リ
ダ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

﹁
前
回
の
私
た
ち
の
読
解
の
中
心
に
︑
隠
れ
た
中
心
に
あ
っ
た
の
は
︑
生
産
の
概

念
で
す
︒﹁
芸
術
作
品
﹂
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
全
体
は
︑
再
︱
生
産
可
能
性
の

価
値
に
つ
い
て
の
明
瞭
さ
を
前
提
と
し
て
い
ま
し
た
︒
私
た
ち
は
そ
れ
に
つ
い

て
︑
そ
れ
が
私
た
ち
を
い
か
な
る
困
難
に
導
く
か
を
見
ま
し
た
﹂︵
W
B
2-1︶
︒
ま

た
先
取
り
す
れ
ば
︑
第
三
回
講
義
で
も
︑﹁
翻
訳
は
生
産
か
再
生
産
か
？

生
産

と
再
生
産
の
問
題
は
三
回
前
か
ら
の
私
た
ち
の
読
解
の
最
も
継
続
的
な
導
き
の
系

で
し
た
﹂︵
W
B
3-2︶
と
述
べ
ら
れ
る
︒
以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
テ
ク
ス
ト
群
か
ら
﹁
技
術
的
複
製
︹
＝
再
生
産
︺
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作

品
﹂﹁
生
産
者
と
し
て
の
︿
作
者
﹀﹂﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
が
読
解
対
象
に
選
ば
れ

た
の
は
︑
生
産
／
再
生
産
と
い
う
主
題
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
主
題
を
め
ぐ
る
当
時
の
背
景
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
す
で
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
の
デ
リ
ダ
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
け
る

reproduction
の
問
題
を
講
義
に
お
け
る
一
貫
し
た
関
心
と
し
て
い
た(

)
︒
そ
の
こ

29

と
を
確
認
す
る
た
め
に
︑
近
年
刊
行
さ
れ
た
一
九
七
五
～
七
六
年
の
講
義
﹃
生

死
﹄
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
デ
リ
ダ
は
そ
の
第
五
回
講
義
に
お
い
て
︑

﹁
生
産
﹂
と
い
う
概
念
へ
の
み
ず
か
ら
の
関
心
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
︒
デ
リ

ダ
に
よ
れ
ば
︑
現
代
と
い
う
﹁
時
代
﹂
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
お
い
て

﹁
生
産
と
い
う
観
念
が
︑
近
代
的
な
言
説
の
空
隙
を
至
る
と
こ
ろ
で
埋
め
て
い

る
﹂(

)
︒
す
な
わ
ち
︑
創
造
す
る
︑
生
成
す
る
︑
表
現
す
る
︑
思
考
す
る
等
と
安
易

30

に
言
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
際
に
︑﹁
生
産
す
る
﹂
と
い
う
言
い
方
が
そ
の

代
替
語
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
生
産
﹂
の

概
念
は
︑
現
代
に
お
い
て
一
種
の
操
作
的
概
念
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
︑
そ

の
概
念
の
意
味
自
体
は
深
く
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
デ
リ
ダ
は
こ
う
し
た
問
題

意
識
に
も
と
づ
い
て
こ
の
時
期
の
講
義
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒﹃
生
死
﹄
講
義
の

ひ
と
つ
の
主
題
は
紛
れ
も
な
く
﹁
生
産
／
再
生
産
﹂
で
あ
っ
て
︑
生
き
物
の
再
生

産
︵
生
殖
・
繁
殖
︶
を
め
ぐ
っ
て
分
子
生
物
学
者
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ャ
コ
ブ
の

﹃
生
き
物
の
論
理
﹄
が
集
中
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
︵
第
一
回
お
よ
び
第
四
回
～
第

六
回
講
義
︶
︒
そ
し
て
こ
の
主
題
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
概
念
を
介
し
て
︑
教
育
制
度

に
お
け
る
再
生
産
の
問
題
と
も
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る(

)
︒
ま
た
︑﹁
生
産
﹂
の
概

31

念
は
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
﹁
人
間
の
諸
関
係
の
︑
人
間
と
し
て
の
諸
関
係
︑
人
類

と
し
て
の
諸
関
係
の
一
般
的
な
構
造
﹂(

)
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
︑
デ
リ
ダ
は
一

32

九
七
四
～
七
五
年
度
の
講
義
﹁
G
R
E
P
H
︵
フ
ラ
ン
ス
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
お
け

る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
︶
﹂
で
﹃
資
本
論
﹄
の
﹁
単
純
再
生
産
﹂
の
章
を
読
解
し

た
と
い
う(

)
︒
さ
ら
に
一
九
七
六
～
七
七
年
の
講
義
﹁
理
論
と
実
践
﹂
の
第
五
回
講

33

義
で
は
︑﹁
生
産
﹂
の
概
念
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
技
術
論
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る(
)
︒
34

こ
の
よ
う
な
議
論
の
文
脈
の
な
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
︒

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
の
本
筋
か
ら
少
し
逸
れ
る
が
︑
以
上
の
問
題
関
心
を
念
頭
に

置
け
ば
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
第
二
回
で
言
及
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
を
︑

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

七
一
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﹃
生
死
﹄
講
義
と
関
連
づ
け
て
照
ら
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
両
者
に
共
通
し
て

問
わ
れ
る
の
は
︑
概
念
と
隠
喩
の
区
別
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒﹃
生
死
﹄
講
義

の
第
三
回
で
は
概
念
と
隠
喩
の
問
題
が
ニ
ー
チ
ェ
と
カ
ン
ギ
レ
ム
に
即
し
て
問
わ

れ
て
い
る
が
︑
同
様
に
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
講
義
で
も
ア
レ
ン
ト
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー

ル
に
対
し
て
こ
の
問
い
が
向
け
ら
れ
る
︒
ア
レ
ン
ト
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
つ
い
て
の

論
考
で
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
に
つ
い
て
﹁
こ
の
よ
う
に
き
わ
め
て
複
雑
で
は
あ

る
が
︑
し
か
し
依
然
と
し
て
高
度
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
型
の
思
考
に
と
っ
て

は
︑
上
部
構
造
と
下
部
構
造
と
の
間
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
関
係
は
︑
厳
密
な
意
味

で
隠
喩
的
な
も
の
と
な
っ
た
﹂(

)
と
述
べ
︑
隠
喩
を
詩
作
と
結
び
つ
け
て
︑
ベ
ン
ヤ

35

ミ
ン
は
哲
学
的
と
い
う
よ
り
﹁
詩﹅

的﹅

に﹅

思﹅

考﹅

し﹅

て﹅

い﹅

た﹅

﹂
と
す
る
︒
ア
レ
ン
ト
の

論
述
が
概
念
と
隠
喩
の
古
典
的
区
別
に
依
拠
す
る
の
に
対
し
︑
デ
リ
ダ
は
﹁
ア
レ

ン
ト
が
静
か
に
独
断
的
に
信
頼
す
る
︑
隠
喩
と
概
念
の
あ
い
だ
の
こ
の
対
立
︑
そ

れ
は
お
そ
ら
く
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
問
い
に
付
し
た
か
っ
た
こ
れ
ら
諸
対
立
の
う
ち

の
ひ
と
つ
で
あ
る
﹂︵
W
B
2-4︶
と
示
唆
し
て
い
る
︒

同
様
の
問
題
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
対
し
て
も
問
わ
れ
て
い
る
︒
デ
リ
ダ
は
︑

そ
の
論
考
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
﹂︵
一
九
七
一
年
︶

か
ら
︑
隠
喩
に
つ
い
て
の
箇
所
を
長
く
引
用
す
る
︒﹁
上
部
構
造
と
二
つ
の
﹁
階
﹂

が
そ
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
土
台
を
も
つ
一
つ
の
建
物
︑
と
い
う
よ
う

な
社
会
全
体
の
構
造
の
表
象
が
︑
一
個
の
隠

喩

メ
タ
フ
ォ
ー
ル

で
あ
り
︑
よ
り
正
確
に
は
空
間

的
な
隠
喩
︑
す
な
わ
ち
場
所
論
的

ト

ピ

ッ

ク

な
隠
喩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
誰
で
も
容
易

に
納
得
で
き
よ
う
﹂︒
だ
が
こ
う
し
た
隠
喩
的
表
象
の
難
点
は
﹁
記﹅

述﹅

的﹅

に
と
ど

ま
っ
て
い
る
﹂
こ
と
に
あ
る
︑
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
た
隠
喩
を
乗
り
越
え
る
必
要
が

あ
る
︒﹁
わ
れ
わ
れ
は
︑
上
部
構
造
の
存
在
と
性
質
の
本
質
的
な
も
の
の
特
徴
を

示
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
た
必
要
と
な
る
の
は
︑
再﹅

生﹅

産﹅

か﹅

ら﹅

出﹅

発﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

に﹅

よ﹅

っ﹅

て﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

︑
と
考
え
る
﹂(
)
︒
こ
う
し
て
隠
喩
と

36

概
念
の
問
題
は
︑﹁
生
産
と
再
生
産
の
こ
の
奇
妙
な
対
立
﹂︵
W
B
2-6︶
に
つ
な

が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
以
上
の
ア
レ
ン
ト
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
へ
の
言
及
は
こ

れ
以
上
展
開
さ
れ
な
い
が
︑
デ
リ
ダ
の
当
時
の
問
題
関
心
の
在
処
を
示
す
も
の
と

し
て
興
味
深
い
︒

さ
て
こ
こ
か
ら
︑
第
二
回
講
義
の
後
半
部
で
展
開
さ
れ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
生
産

者
と
し
て
の
︿
作
者
﹀﹂
読
解
を
辿
っ
て
い
こ
う
︒
デ
リ
ダ
も
講
義
で
注
意
を
促

す
よ
う
に
︑
こ
の
論
考
は
一
九
三
四
年
に
パ
リ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
所
で
行
わ
れ

た
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
︵
た
だ
し
実
際
に
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
︶
︒

つ
ま
り
︑﹁
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
ナ
チ
ズ
ム
の
隆
盛
の
期
間
の
左
翼
知
識
人
た
ち
﹂︑
し

た
が
っ
て
﹁
反
フ
ァ
シ
ス
ト
的
立
場
﹂︵
W
B
2-6︶
の
人
々
を
前
に
し
て
読
ま
れ

る
べ
く
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
﹁
生
産
者
と
し
て
の
︿
作

者
﹀﹂
と
呼
ぶ
の
は
︑
た
ん
に
文
章
を
書
い
て
意
見
を
述
べ
る
人
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
︑
生
産
装
置
︵
た
と
え
ば
新
聞
な
ど
︶
の
変
革
を
通
じ
て
︑
社
会
の
変
革

を
お
こ
な
お
う
と
す
る
人
の
こ
と
で
あ
る
︒

第
一
回
講
義
で
取
り
上
げ
た
﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
﹂
の

序
論
部
に
お
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
︑﹁
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
目
標
と
す
る
も
の
に
と
っ

て
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
﹂
け
れ
ど
も
﹁
芸
術
政
策
に
お
け
る
革
命
的
要
求

を
言
い
表
す
た
め
に
有
用
な
﹂(

)
諸
概
念
を
導
入
す
る
と
述
べ
て
い
た
が
︑
こ
れ
と

37

同
様
の
﹁
真﹅

理﹅

か
ら
正﹅

し﹅

さ﹅

︵
R
ichtigkeit︶
へ
の
置
き
換
え
﹂︵
W
B
2-7︶
を
︑

デ
リ
ダ
は
﹁
生
産
者
と
し
て
の
︿
作
者
﹀﹂
に
も
見
出
す
︒
そ
れ
は
︑
作
家
の
傾

向
と
作
品
の
質
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
に
で
あ
る
︒
通
常
︑
作
家
の
政
治
的
な

﹁
傾
向
﹂
と
︑
そ
の
作
品
の
﹁
質
﹂
と
は
区
別
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
が
試
み
る
の
は
︑﹁
傾
向
﹂
と
﹁
質
﹂
と
の
あ
い
だ
に
内
的
な
連
関
性
を
認
め

る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
﹁︿
あ
る
文
学
の
傾
向
は
︑
そ
れ
が
文
学
的
に
も
正
し
い
場

合
に
の
み
︑
政
治
的
に
も
正
し
い
も
の
で
あ
り
う
る
﹀
と
い
う
こ
と
﹂(

)
を
証
明
す

38

る
こ
と
で
あ
る
︒
デ
リ
ダ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
︑
両
者
の
関
係
は
﹁
分
析
的
﹂

︵
W
B
2-8︶
で
は
な
く
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
言
う
よ
う
に
﹁
弁
証
法
的
﹂
で
あ
る
︒

七
二
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そ
れ
は
︵
生
産
関
係
に
対
し
て
︑
で
は
な
く
︶
生
産
関
係
に
お
け
る
作
品
の
場
所
︑

立
場
と
は
い
か
な
る
も
の
か
︑
と
問
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
以
降
︑
デ
リ
ダ
の
原
稿
は
不
完
全
な
箇
条
書
き
の
メ
モ
に
な
っ
て
い
く
の

で
︑
そ
の
読
解
を
最
後
ま
で
辿
る
こ
と
は
難
し
い
︒
だ
が
デ
リ
ダ
が
︑
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
ブ
レ
ヒ
ト
へ
の
参
照
の
重
要
性
を
強
調
し
︑
ブ
レ
ヒ
ト
の
﹁
機
能
転
換
﹂
の

概
念
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
︵
W
B
2-10︶︒
そ
し
て
︑

講
義
原
稿
か
ら
同
時
期
の
別
の
テ
ク
ス
ト
に
目
を
転
じ
る
な
ら
ば
︑
デ
リ
ダ
が
こ

こ
か
ら
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ブ
レ
ヒ
ト
の

﹁
機
能
転
換
﹂
と
は
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
﹁
生
産
装
置
の
供
給
に
際
し
て

は
︑
同
時
に
│
│
可
能
性
に
応
じ
て
│
│
社
会
主
義
の
考
え
方
に
沿
っ
て
生
産
装

置
を
変
革
す
べ
き
で
あ
り
︑
こ
の
変
革
な
し
に
は
生
産
装
置
を
供
給
し
て
は
な
ら

な
い
﹂(

)
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え

39

る
︒﹁
あ
る
生
産
装
置
を
│
│
可
能
性
に
応
じ
て
│
│
変
革
せ
ず
に
供
給
す
る
の

は
︑
こ
の
装
置
に
供
給
さ
れ
る
素
材
が
革
命
的
な
性
質
を
も
つ
よ
う
に
見
え
る
場

合
で
す
ら
︑
き
わ
め
て
問
題
の
あ
る
方
式
な
の
だ
﹂(

)
︒
さ
ら
に
デ
リ
ダ
は
こ
の
ベ

40

ン
ヤ
ミ
ン
の
表
現
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
︒

作
者
は
︑
言
説
に
よ
っ
て
︑
社
会
に
対﹅

す﹅

る﹅

位
置
を
定
め
る
だ
け
で
満
足
し

て
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
︑
作
者
は
︑
生
産
装
置
の
構
造
そ
の
も
の
を

変
形
し
︑
生
産
装
置
を
ね
じ
曲
げ
︑
そ
れ
を
裏
切
り
︑
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
か

ら
引
き
離
す
こ
と
な
し
に
は
︑
テ
ー
ゼ
で
あ
れ
革
命
の
所
産
で
あ
れ
︑
生
産

装
置
を
け
っ
し
て
供
給
し
て
は
な
ら
な
い
︒︵
＋
R
171f./240︶

こ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
一
九
七
七
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
デ
リ
ダ
は
︑﹁
あ
れ

は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
文
字
通
り
の
引
用
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
移
し
換
え
で
あ
り
︑
多

少
能
動
的
な
翻
訳
で
す
﹂(

)
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
翻
訳
は
︑
デ
リ
ダ
が
ベ
ン
ヤ
ミ

41

ン
か
ら
こ
の
定
式
を
彼
な
り
に
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒

そ
の
継
承
を
具
体
的
に
二
点
見
て
い
こ
う
︒
第
一
に
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
定

式
は
︑
一
九
七
五
年
の
﹁
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
﹂
を
め
ぐ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
回

答
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
︒
デ
リ
ダ
は
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
︵
あ
な
た

に
と
っ
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
観
念
は
何
を
意
味
し
ま
す
か
？

等
︶
に
正
面
か
ら

ま
と
も
な
回
答
を
返
す
こ
と
な
く
︑
問
い
か
ら
逃
げ
る
よ
う
な
回
答
を
出
す
︒
す

な
わ
ち
︑
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
︵
avant-garde：
前
衛
︑
監
視
に
先
ん
じ
て
来
る
も

の
︶
と
は
︑
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
不
可
能
な
も
の
︑
現
前
不
可
能
な
も
の

の
到
来
で
あ
っ
て
︑
そ
の
﹁

前
ア
ヴ
ァ
ン
ス

の
隔
た
り
は
│
│
こ
の
﹁
観
念
﹂
を
最
も
頻

繁
に
構
成
す
る
一
線
状
の
終
末
︱
目
的
論
の
外
で
︑
こ
の
隔
た
り
を
知
覚
す
る
の

は
い
つ
も
困
難
だ
が
│
│
︑
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
︑
支
配
的
コ
ー
ド
の
な
か
で

は
解
読
不
能
な
も
の
に
し
︑
し
か
る
べ
き
場
所
に
あ
る
諸
々
の
政
治
機
械
に
は
耐

え
難
い
も
の
に
す
る
の
だ
﹂(

)
︒
し
た
が
っ
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
実
在
す
る
も

42

の
と
し
て
語
る
こ
と
は
︑
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
制
度
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
等

し
い
︒認

識
さ
れ
︑
現
前
可
能
な
政
治
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
は
︑
制
度
的
装
置

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
か
ら
︑
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
た
ん
に
諸
装
置

の
外
部
に
と
ど
ま
る
べ
き
と
結
論
づ
け
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
諸
装
置
を

静
か
に
さ
せ
︑
装
置
に
所
属
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
や
り
方
だ
︒
お
そ
ら
く
︑

む
し
ろ
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
︑
つ
ね
に
見
分
け
難
い
戦
略
に
し
た
が
っ

て
︑
諸
装
置
を
︵
諸
装
置
と
と
も
に
︶
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒(
)
43

デ
リ
ダ
は
こ
の
視
点
か
ら
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
内
容
と
形
式
を
も
ひ
と
つ
の
装

置
と
み
な
し
︑
こ
う
し
た
装
置
の
変
革
な
く
し
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
語
る
こ

と
は
︑
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
る
︒

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

七
三
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追
伸

な
ぜ
ひ
と
は
あ
な
た
が
た
の
問
い
か
ら
逃
げ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

の
か
？

用
心
し
て
身
構
え
る
こ
と
し
か
？

(⁝
︶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
︑
こ

れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
の
良
い
参
照
物
で
あ
る
が
︑
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ

と
を
述
べ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
装
置
の
構
造
を
同
時
に
変
形
す
る
こ
と
な

し
に
は
︑
社
会
や
生
産
諸
関
係
に﹅

対﹅

し﹅

て﹅

︵
à
l'égard
de︶
︑
革
命
的
な
言

明
︑
テ
ー
ゼ
︑
態
度
表
明
と
と
も
に
で
あ
っ
て
も
︑
生
産
装
置
を
供
給
す
る

こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
何
で
あ
れ
ひ
と
が
言
う
こ
と

を
︑
ま
た
︑
対﹅

し﹅

て﹅

︵
à
l'égard
de︶
ひ
と
が
表
明
す
る
何
ら
か
の
態
度
を
︑

ひ
と
は
再
生
産
し
非
政
治
化
し
て
し
ま
う
︑
と
︒

定
式
│
│
ア﹅

ヴ﹅

ァ﹅

ン﹅

ギ﹅

ャ﹅

ル﹅

ド﹅

に﹅

対﹅

す﹅

る﹅

考﹅

慮﹅

な﹅

し﹅

︵
pas
d'égard
pour

l'avant-garde︶
︒(

)
44

こ
の
よ
う
に
デ
リ
ダ
は
︑
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
て
痛
烈
な
批
判
を
も
っ
て
回
答

す
る
︒
そ
こ
に
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
受
け
継
い
だ
定
式
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
第
二
に
︑
当
時
の
デ
リ
ダ
は
G
R
E
P
H
を
結
成
し
︑
哲
学
教
育
制
度
の

変
革
運
動
を
開
始
し
て
い
た
が
︑
そ
の
さ
い
に
も
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
定
式
は
指

針
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
は
脱
構
築
と
い
う
語
が
︑
制

度
的
な
も
の
の
変
革
を
表
す
語
と
し
て
引
き
受
け
直
さ
れ
て
い
る
︒﹁
脱
構
築

︵
⁝
︶
は
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
教
育
一
般
の
装
置
と
役
割
︑
と
く
に
す
ぐ
れ
て
哲
学
の

装
置
と
役
割
に
つ
ね
に
原
則
的
に
関
わ
っ
て
き
た
﹂(

)
︒
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
︑
装
置

45

の
変
革
に
は
異
質
な
多
数
の
身
振
り
が
要
求
さ
れ
る
︒﹁
装
置
の
構
造
を
変
革
す

る
こ
と
︒
け
れ
ど
も
︑
装
置
と
い
う
も
の
は
常
に
︑
定
義
し
直
す
必
要
の
あ
る
或

る
ト
ポ
ロ
ジ
ー
に
従
っ
て
︑
非
常
に
異
な
っ
た
︑
た
が
い
に
非
常
に
隔
た
っ
た
諸

審
級
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
変
革
は
一
見
異
質
な
多
く
の
身
振
り
を

要
求
し
ま
す
︒
個
人
及
び
集
団
の
身
振
り
を
﹂(

)
︒
こ
う
し
た
発
言
の
背
景
に
は
︑

46

デ
リ
ダ
自
身
の
制
度
変
革
へ
の
格
闘
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
由
来
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
︑
脱
構
築
が
教
育
や
哲
学
の
制
度
の
変
革
に
取

り
組
む
さ
い
の
指
針
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

五

｢翻
訳
者
の
使
命
﹂
を
め
ぐ
っ
て
│
│
第
三
回
講
義
に

つ
い
て

最
後
に
第
三
回
講
義
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
こ
の
回
で
デ
リ
ダ
は
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
翻
訳

者
の
使
命
﹂
は
数
年
後
に
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂
で
よ
り
精
緻
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
︑
こ
こ
で
な
さ
れ
る
読
解
は
そ
の
前
段
階
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒

た
だ
し
︑﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂
と
比
べ
る
と
異
な
る
観
点
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
︑

本
講
義
は
そ
の
直
接
の
原
型
と
は
言
い
難
い
︒
こ
の
原
稿
は
全
八
頁
と
短
め
で
︑

う
ち
終
盤
の
三
頁
は
箇
条
書
き
の
レ
ジ
ュ
メ
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
そ

こ
で
︑
以
下
で
は
簡
単
に
そ
の
講
義
の
特
徴
を
ま
と
め
よ
う
︒

デ
リ
ダ
は
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
る
理
由
を
三
つ
挙
げ
る
︒
第
一
に
︑

ド
イ
ツ
語
で
書
き
な
が
ら
他
言
語
と
の
境
界
に
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
︑
翻
訳

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
へ
の
関
心
︒
第
二
に
︑
生
産
／
再
生
産
の
問
題
と
の

関
係
︵
前
節
を
参
照
︶
︒
第
三
に
︑
一
九
二
三
年
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
︑
マ
ル
ク
ス

主
義
的
な
一
九
三
〇
年
代
の
テ
ク
ス
ト
と
の
時
期
の
違
い
と
︑
両
者
に
一
貫
す
る

も
の
に
つ
い
て
の
問
い
︑
で
あ
る
︒

以
上
の
理
由
を
述
べ
た
う
え
で
テ
ク
ス
ト
に
接
近
す
る
デ
リ
ダ
は
︑
次
の
二
点

に
注
目
す
る
︒
第
一
に
︑﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
﹂
で
問
い

に
付
さ
れ
て
い
た
根
源
性
や
真
正
性
の
概
念
に
︑﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
で
は
高
い

価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
し
か
に
﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
で
は
︑

﹁
原
作
と
翻
訳
の
真
正
な
関
係
を
と
ら
え
る
﹂(

)
︑
諸
言
語
の
親
近
性
の
厳
密
な
意

47
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味
を
規
定
す
る
た
め
に
﹁
根
源
の
概
念
は
不
可
欠
で
あ
り
続
け
る
﹂(

)
な
ど
と
い
う

48

表
現
が
散
見
さ
れ
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
う
ひ
と
り
の
思
想
家
に
お
い
て
︑
真
正

性
や
根
源
の
概
念
と
複
製
可
能
性
の
概
念
と
が
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
る
こ
と
に
︑
デ

リ
ダ
の
関
心
は
向
か
っ
て
い
る
︒

第
二
に
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
﹁
生
気
論
的
︑
精
液
論
的
︑
有
機
体
論
的
な
隠

喩
﹂︵
W
B
3-2︶
が
働
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
翻
訳
と
は

﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
﹁
生
﹂
と
呼
ぶ
︑
生
産
と
再
生
産
＝
生
殖
の
あ
い
だ
の
謎
め
い

た
あ
る
種
の
統
一
﹂︵
W
B
3-3f.︶
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
テ
ク
ス
ト
を
読
解
し

な
が
ら
デ
リ
ダ
が
述
べ
る
に
は
︑
生
気
論
的
隠
喩
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
翻
訳
と

は
︑
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
で
は
な
く
︑
二
つ
の
パ
ロ
ー
ル
の
あ
い
だ
の
関
係
で
あ

る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
デ
リ
ダ
は
︑﹃
声
と
現
象
﹄
な
ど
で
示
さ
れ
た
見
解(

)
に
も

49

と
づ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
語
観
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
観
を
結
び
つ
け
て
い

る
︒﹁
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
語
の
現
象
学
は
最
終
的
に
︑
生
気
論
的
精
神
主
義
に

よ
っ
て
︑
最
終
的
に
生
け
る
も
の
︑
声
︑
生
け
る
精
神
的
身
体
な
ど
と
し
て
の
語

の
価
値
づ
け
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
﹂︵
W
B
3-4f.︶
か
ら
で
あ
る
︒
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
名
前
を
挙
げ
て
い
な
い
が
︑﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
作
品

の
非
本
質
的
な
側
面
で
あ
る
﹂︵
W
B
3-5︶
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
︑﹁
そ
の

︹
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
︺
参
照
は
重
々
し
く
明
白
だ
﹂
と
デ
リ
ダ
は
述
べ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
捉
え
方
は
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂
で
は
打
ち
出
さ
れ
な
く
な
る
の
で
︵
フ
ッ

サ
ー
ル
へ
の
言
及
は
あ
る
が
︶
︑
こ
の
講
義
に
お
け
る
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

終
盤
の
レ
ジ
ュ
メ
部
分
に
は
︑﹁﹁
純
粋
言
語
﹂
と
と
も
に
︑
目
的
論
的
シ
ニ

フ
ィ
エ
の
再
導
入
︵
完
全
／
不
完
全
の
観
念
：
目
的
論
的
代
補
性
︒
聖
な
る
も
の
へ
の

方
向
づ
け
︑
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
︑
な
ど
︶
﹂︵
W
B
3-7︶
と
い
う
表
現
も
読
め
︑
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
﹁
純
粋
言
語
﹂
を
目
的
論
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ

と
が
窺
え
る
︒
そ
し
て
︑
最
後
に
置
か
れ
る
の
は
次
の
文
章
で
あ
る
︒﹁
こ
の
非

宗
教
的
な
終
末
論
は
弁
証
法
的
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
持
つ
で
あ
ろ
う

か
？

そ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
対
し
て
︑
も
ち
ろ
ん
︑
彼
を
超
え
て
︑
提
起
さ
れ

る
問
い
で
す
﹂︵
W
B
3-8︶
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
こ
の
講
義
に
お
け
る
﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
読
解
は
︑﹁
バ
ベ

ル
の
塔
﹂
と
比
べ
る
と
ま
だ
中
途
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
︒
講

義
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
語
論
と
の
類
比
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
デ
リ
ダ
は
︑
フ
ッ

サ
ー
ル
の
馴
染
み
の
議
論
を
手
が
か
り
に
し
て
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
観
へ
と
接

近
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
後
の
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂
で
は
︑﹁
言
語

一
般
な
ら
び
に
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
﹂
も
含
め
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
の
文
脈

を
ふ
ま
え
て
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
翻
訳
論
の
独
自
性
へ
と
よ
り
肉
薄
す
る
の
で
あ
る

が
︑
こ
の
講
義
に
お
け
る
デ
リ
ダ
は
︑
そ
の
い
く
ぶ
ん
手
前
の
地
点
で
︑
テ
ク
ス

ト
と
格
闘
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
デ
リ
ダ
の
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
は
︑
そ

れ
以
降
に
さ
ら
に
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
読
解
へ
の
前
段
階
で
も
あ
る
︒
そ
の

後
の
デ
リ
ダ
の
動
向
を
少
し
だ
け
見
届
け
て
お
こ
う
︒

デ
リ
ダ
は
第
三
回
講
義
で
な
さ
れ
た
﹁
翻
訳
者
の
使
命
﹂
読
解
に
︑
そ
の
後
も

あ
ら
た
め
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
︒
具
体
的
に
は
︑
一
九
七
九
～
八
〇
年
の
講

義
﹁
比
較
文
学
の
概
念
と
翻
訳
の
理
論
的
諸
問
題
﹂
に
お
い
て
﹁
翻
訳
者
の
使

命
﹂
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
読
解
部
分
が
論
考
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂

と
し
て
独
立
し
て
発
表
さ
れ
る
︒﹃
他
者
の
耳
﹄︵
一
九
八
二
年
︶
に
そ
の
記
録
が

ま
と
め
ら
れ
た
一
九
七
九
年
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
の
コ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
︑
デ

リ
ダ
は
﹁
バ
ベ
ル
の
塔
﹂
を
講
演
し
て
い
る(

)
︒
さ
ら
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
一
九

50

八
七
年
に
﹃
プ
シ
ュ
ケ
ー
﹄
に
収
録
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
︑
世
界
各
地
で
発
表

さ
れ
︵
一
九
八
〇
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︑
一
九
八
一
年
ロ
ー
マ
︑
一
九
八
三
年
東
京
な
ど
︶
︑

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

七
五
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各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
く
︒

一
九
八
〇
年
代
後
半
に
は
︑
デ
リ
ダ
が
セ
ミ
ネ
ー
ル
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
取
り
上

げ
る
機
会
も
増
え
て
い
く
︒
そ
し
て
一
九
八
九
年
の
講
義
で
は
﹁
暴
力
批
判
論
﹂

を
読
解
し
︑
そ
れ
が
﹃
法
の
力
﹄
第
二
部
﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
個
人
名
﹂
に
つ
な

が
っ
て
い
く(

)
︒
こ
う
し
た
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
動
向
に
つ
い
て
は
別
途
あ
ら
た

51

め
て
検
討
し
た
い
︒
最
終
的
に
は
︑
一
九
七
〇
年
代
か
ら
続
い
て
い
く
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
読
解
が
︑
け
っ
し
て
表
面
的
な
関
心
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
︑
デ
リ
ダ
の

思
考
の
変
遷
に
深
い
と
こ
ろ
で
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
︑
本
稿
を
端

緒
と
す
る
研
究
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

略
号

Jacques
D
errida

＋

R
:
«
＋

R
(par
dessus
le
m
arché)
»,
L
a
verité
en
peinture,

F
lam
m
arion,1978.︵﹁
＋
Ｒ
︵
お
ま
け
に
︶﹂﹃
絵
画
に
お
け
る
真
実
︵
上
︶﹄
高
橋
允

昭
・
阿
部
宏
慈
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
七
年
︶
原
書
と
日
本
語
訳
の
順
に
頁

数
を
示
す
︒

W
B
:
«
B
enjam
in
»,
Jacques
D
errida
P
apers,
M
S-C
001,
Special

C
ollections
and
A
rchives,U
niversity
of
C
alifornia,Irvine,F
older
13;

B
ox
10.講
義
回
の
番
号
と
原
稿
上
部
に
付
さ
れ
た
頁
数
を
順
に
示
す
︵
例
：
W
B

1-2
は
︑
第
一
回
講
義
の
原
稿
二
ペ
ー
ジ
目
を
示
す
︶
︒

注(
)
W
alter
B
enjam
in,
«
Sur
le
concept
d'histoire
»,
trad.
P
ierre
M
issac,
L
es

1

T
em
ps
M
odernes,1946/1947,no.25
(oct.1947).

(
)
C
f.M
ichael
L
öw
y,W
alter
B
enjam
in:
avertissem
ent
d’incendie.
une
lecture

2

des
T
hèses
«
Sur
le
concept
d’histoire
»,É
ditions
de
l’éclat,2018,p.42.
な
お

﹁
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
﹂
は
︑
一
九
四
七
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
先
立
つ
一
九
四
二
年
︑
社

会
研
究
所
の
紀
要
﹃
社
会
研
究
﹄
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
追
悼
号
に
て
公
表
さ
れ
て
い
る
︒
柿

木
伸
之
﹃
断
絶
か
ら
の
歴
史
︱
︱
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
﹄︵
月
曜
社
︑
二
〇
二
一

年
︶
二
六
一
頁
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
柿
木
伸
之
先
生

に
感
謝
い
た
し
ま
す
︒

(
)
W
alter
B
enjam
in,Œ
uvres
C
hoisies,trad.M
aurice
de
G
andillac,preface
de

3

F
riedrich
P
odszus,P
aris,Juillard,1969.

(
)
C
ritique,«
W
alter
B
enjam
in
»,no.267-268,aout-septem
bre
1969,pp.675-717.

4

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
次
を
参
照
︒
Sylvie
P
atron,C
ritique
1946-1996.
une

encyclopédie
de
l’esprit
m
oderne,É
ditions
du
l’Im
ec,1999,p.71.

(
)
Sam
uelW
eber,«
L
ecture
de
B
enjam
in
»,C
ritique,op.cit.,pp.699-712.︵
デ
リ

5

ダ
へ
の
言
及
は
p.704
お
よ
び
p.709︶

(
)
ブ
ノ
ワ
・
ペ
ー
タ
ー
ズ
﹃
デ
リ
ダ
伝
﹄
原
宏
之
・
大
森
晋
輔
訳
︑
白
水
社
︑
二
〇
一
四

6

年
︑
二
四
二
︑
二
五
四
～
二
五
五
頁
︒
も
し
か
し
た
ら
﹃
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
﹄
誌
へ
の
論

文
掲
載
は
デ
リ
ダ
の
仲
介
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

(
)
W
alter
B
enjam
in,Œ
uvres.1.M
ythe
etviolence,2.P
oésie
etrévolution,trad.

7

M
aurice
de
G
andillac,D
enoël,coll.L
es
L
ettres
nouvelles,1971.

(
)
こ
の
コ
ロ
ッ
ク
の
内
容
は
次
の
大
部
の
論
集
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
︒
W
alter
B
enjam
in

8

et
P
aris,éd.H
einz
W
ism
ann,L
es
É
ditions
du
C
erf,1986.

(
)
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
受
容
に
つ
い
て
は
︑
次
の
対
談
を
参
照
︒
今
村
仁
司
＋
三
島

9

憲
一
﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
の
現
在
﹂﹃
現
代
思
想
﹄
vol.20-13︵
生
誕
一
〇

〇
年
記
念
特
集

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
︶︑
青
土
社
︑
一
九
九
二
年
︑
八
～
二
一
頁
︒

(
)
筆
者
が
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
断
続
的
に
行
っ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

10

大
学
ア
ー
ヴ
ァ
イ
ン
校
ラ
ン
グ
ソ
ン
図
書
館
に
所
蔵
の
デ
リ
ダ
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
調
査
︒

同
資
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
ア
ー
カ
イ
ヴ
の
著
作
権
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
う
︒

(
)
V
alerio
A
dam
i,L
e
voyage
du
dessin,accom
pagné
par
Jacques
D
errida,«
＋

11

R
(par
dessus
le
m
arché)»,M
aeght,1975.

(
)
Jacques
D
errida,L
a
verité
en
peinture,F
lam
m
arion,1978.︵﹃
絵
画
に
お
け
る
真

12

実
︵
上
︶﹄
高
橋
允
昭
・
阿
部
宏
慈
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
七
年
︶

(
)
Jacques
D
errida,“E
in
P
orträt
B
enjam
ins”,»
L
inks
hatte
noch
alles
sich
zu

13

enträtseln
...
«:
W
alter
B
enjam
in
im
K
ontext,
B
urkhardt
L
indner
(H
g.),

Syndikat,1978.

七
六
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(
)
«
T
rente-huit
réponses
sur
l'avant-garde
»,D
iagraphe,6,1975,pp.141-164.

14(
)
Jacques
D
errida,«
Ja,ou
le
faux-bond
»
[1977],P
oints
de
suspension,G
alilée,

15

1992,p.62.︵﹁
Ja,ou
le
faux-bond(4)﹂
鵜
飼
哲
訳
︑﹃
現
代
思
想
﹄
vol.14-11︑
青
土

社
︑
一
九
八
六
年
︑
二
九
八
頁
︶

(
)
Jacques
D
errida,
«
B
enjam
in
»,
Jacques
D
errida
P
apers,M
S-C
001,
Special

16

C
ollections
and
A
rchives,U
niversity
of
C
alifornia,Irvine,F
older
13;B
ox
10.

な
お
こ
の
講
義
が
収
め
ら
れ
て
い
る
ボ
ッ
ク
ス
は
︑
筆
者
の
二
〇
一
六
年
ま
で
の
調
査

時
点
で
は
一
九
七
六
～
七
七
年
の
講
義
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
現
在
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
は
︑

﹁
一
九
七
六
年
﹂
の
講
義
と
記
さ
れ
て
い
る
︵
http://hydra.hum
anities.uci.edu/

derrida/uci.htm
l
二
〇
二
二
年
九
月
二
七
日
閲
覧
︶︒

(
)
Jacques
D
errida,P
arage,G
alilée,2003[1986],p.197[211].︵﹃
境
域
﹄
若
森
栄
樹

17

訳
︑
二
〇
一
〇
年
︑
書
肆
心
水
︑
三
〇
五
頁
下
段
︶

(
)
﹁
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹂
講
義
の
実
施
年
度
に
つ
い
て
は
︑
次
の
論
文
で
も
同
様
に
推
測
さ
れ

18

て
い
る
︒
T
hom
as
C
l

�

m
ent
M
ercier,“R
e/pro/ductions:Ç
a
d�

borde”,P
oetics

T
oday,vol.42(1),2021,p.23-47.D
O
I:10.1215/03335372-8752601,p.13(footnote

10).

(
)
Jacques
D
errida,
«
E
xtase,
crise.
E
ntretien
avec
V
alerio
A
dam
i
et
R
oger

19

L
esgards
»,P
enser
à
ne
pas
voir.
É
crits
sur
les
arts
du
visible
1979-2004,

É
ditions
de
la
différence,2013,pp.205-207.

(
)
Jacques
D
errida,D
onner
le
tem
ps
II,Seuil,2021.

20(
)
Jacques
D
errida,D
onner
le
tem
ps,G
alilée,1991,p.166,210.

21(
)
Jacques
D
errida,
«
E
xtase,
crise.
E
ntretien
avec
V
alerio
A
dam
i
et
R
oger

22

L
esgards
»,op.cit,pp.205-207.

(
)
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
＋
豊
崎
光
一
﹃
翻
訳
そ
し
て
／
あ
る
い
は
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
﹄

23

守
中
高
明
監
修
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
〇
二
頁
︒

(
)
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
︹
第
三
稿
︺﹂

24

﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
﹄
山
口
裕
之
編
訳
︑
河
出
文
庫
︑
二
〇
一
一
年
︑
三
一

〇
頁
︒

(
)
同
書
︑
三
一
一
頁
︒

25(
)
Sylvie
P
atron,C
ritique
1946-1996.une
encyclopédie
de
l’espritm
oderne,op.

26

cit,p.71.ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹃﹇
新
訳
・
評
注
﹈
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
﹄
鹿

島
徹
訳
・
評
注
︑
未
來
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
三
五
頁
以
下
︵
注
七
︶︒

(
)
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
︹
第
三
稿
︺﹂︑

27

三
三
九
頁
︒

(
)
｢と
こ
ろ
が
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ま
さ
し
く
デ
ィ
テ
ー
ル
に
つ
い
て
︑
写
真
の
﹁
発
明
﹂
と

28

精
神
分
析
の
﹁
出
現
﹂
が
﹁
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
﹂︑
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

ん
だ
ね
︒﹂︵
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
﹃
視
線
の
権
利
﹄
杉
村
和
成
訳
︑
哲
学
書
房
︑
一
九

八
八
年
︑
一
五
四
頁
︶
ま
た
︑﹁
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

映
画
と
そ
の
亡
霊
た
ち
﹂︵﹃
思

想
﹄
no.1088︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︑
三
一
一
～
三
三
二
頁
︶
に
も
同
様
の
発
言

が
あ
る
ほ
か
︑
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
る
︒

(
)
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
講
義
録
に
﹁
生
産
／
再
生
産
﹂
の
問
題
系
が
あ
る

29

こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
次
を
参
照
︒
T
hom
as
C
l�

m
ent
M
ercier,“R
e/

pro/ductions:Ç
a
d�

borde”,op.cit.

(
)
Jacques
D
errida,L
a
vie
la
m
ort.
Sém
inaire(1975-1976),Seuil,2019,p.136.

30

︵﹃
生
死
︵
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
講
義
録
︶﹄
吉
松
覚
・
亀
井
大
輔
・
小
川
歩
人
・
松
田
智

裕
・
佐
藤
朋
子
訳
︑
白
水
社
︑
二
〇
二
二
年
︑
一
二
八
頁
︶

(
)
Ibid.,p.26.︵
二
五
頁
︶

31(
)
Ibid.,p.138.︵
一
三
〇
頁
︶

32(
)
Ibid.,p.141.︵
一
三
三
頁
︶

33(
)
Jacques
D
errida,
T
héorie
et
pratique.
C
ours
de
l'E
N
S-U
lm
1975-1976,

34

G
alilée,2017,p.109.

(
)
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
﹃
暗
い
時
代
の
人
々
﹄
阿
部
齊
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
〇

35

五
年
︑
二
五
九
～
二
六
〇
頁
︒

(
)
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
﹃
再
生
産
に
つ
い
て
︵
下
︶﹄︑
西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大

36

中
一
彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩
訳
︑
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
七
七
～

一
七
九
頁
︒

(
)
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
の
芸
術
作
品
︹
第
三
稿
︺﹂

37

﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
﹄︑
二
九
七
頁
︒

(
)
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
生
産
者
と
し
て
の
︿
作
者
﹀﹂﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク

38

シ
ョ
ン
５

思
考
の
ス
ペ
ク
ト
ル
﹄
浅
井
健
二
郎
編
訳
︑
土
合
文
夫
・
久
保
哲
司
・
岡

本
和
子
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
八
八
頁
︒

(
)
同
書
︑
三
八
九
頁
︒

39(
)
同
書
︑
四
〇
一
頁
︒

40(
)
Jacques
D
errida,«
Ja,ou
le
faux-bond
»
[1977],op.cit.,p.62.︵﹁
Ja,ou
le
faux-

41

bond
(4)﹂︑
二
九
八
頁
︶

(
)
«
T
rente-huit
réponses
sur
l'avant-garde
»,D
iagraphe,6,1975,p.153.

42(
)
Ibid.

43(
)
Ibid.

44(
)
Jacques
D
errida,«
O
ù
com
m
ence
et
com
m
ent
finit
un
corps
enseignant
—

45

A
ppendice
»[1976],D
u
droit
à
la
philosophie,G
alilée,1990,p.118f.︵﹁
教
員
団

一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
読
解
に
つ
い
て

七
七
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体
は
ど
こ
で
始
ま
り
︑
い
か
に
終
わ
る
の
か
﹂﹃
哲
学
へ
の
権
利
１
﹄
西
山
雄
二
・
立
花

史
・
馬
場
智
一
訳
︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
〇
六
頁
︶

(
)
同
様
の
発
言
は
次
に
も
見
ら
れ
る
︒﹁
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
お
よ
そ
こ
ん
な
意

46

味
の
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
︑
つ
ま
り
作
家
の
責
任
と
は
︑
第
一
に
︑
革
命
の

テ
ー
ゼ
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
︑
と
︒
革
命
の
テ
ー
ゼ
は
︑
そ
れ
が
言
語
で
言

い
表
わ
さ
れ
る
と
た
ち
ま
ち
︑
手
持
ち
の
文
化
的
装
置
の
規
範
に
し
た
が
っ
て
︑
雷
管

を
は
ず
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
文
化
的
装
置
も﹅

ま﹅

た﹅

変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒﹂

Jacques
D
errrida,
«P
hilosophie:
D
errida
l'insoum
is
»
[1983],
P
oints
de

suspension,G
alilée,1992,p.133.︵﹁
不
服
従
者
デ
リ
ダ
﹂
浜
名
優
美
訳
︑﹃
現
代
思

想
﹄
vol.11-12︑
青
土
社
︑
一
九
八
三
年
︑
六
四
頁
︶

(
)
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
翻
訳
者
の
課
題
﹂﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
﹄︑

47

九
二
頁
︒

(
)
同
書
︑
九
四
頁
︒
な
お
﹁
根
源
︵
A
bstam
m
ung
︶﹂
の
語
は
︑
当
該
の
翻
訳
書
で
は

48

﹁
出
自
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
︑
デ
リ
ダ
の
引
用
で
は
仏
訳
で
origine︵
根
源
・
起
源
︶

で
あ
る
︵
W
B
3-2︶︒

(
)
｢と
い
う
の
も
︑
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ロ
ゴ
ス
一
般
と
の
根
源
的
親
近
性
を
認
め
る
こ
と
に
な

49

る
の
は
︑
音
響
物
質
や
物
理
的
音
声
に
︑
つ
ま
り
世
界
の
内
の
声
の
身
体
＝
物
体
に
対

し
て
で
は
な
く
て
︑
現
象
学
的
声
︑
超
越
論
的
な
肉
と
化
し
た
声
︑
息
吹
に
対
し
て
で

あ

り
︑
語

の

身

体

を

肉

に

変

え
︑
K
örper
を

L
eib
に
︑
つ

ま

り

gestige

L
eiblichkeit
に
す
る
志
向
的
生
気
づ
け
に
対
し
て
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹂
Jacques

D
errida,L
a
voix
etle
phénom
ène,P
U
F
,1967,p.15.(﹃
声
と
現
象
﹄
林
好
雄
訳
︑
ち

く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
〇
五
年
︑
三
二
頁
︶﹁
語
が
何
か
を
意
味
す
る
身
体
＝
物
体
と
な

る
の
は
︑
顕
在
的
な
志
向
が
そ
れ
を
生
気
づ
け
︑
生
気
の
な
い
音
響
の
状
態

︵
K
örper︶
か
ら
生
気
づ
け
ら
れ
た
身
体
の
状
態
︵
L
eib
︶
へ
と
移
行
さ
せ
る
場
合
だ
け

で
あ
る
︒
語
の
こ
の
固
有
の
身
体
＝
物
体
は
︑
意
-味
す
る
︵
bedeuten
︶
と
い
う
作
用

に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
て
︵
sinnbelebt︶︑
精
神
的
な
肉
︵
geistige
L
eiblichkeit︶

に
変
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
表
現
し
な
い
の
で
あ
る
︒﹂
Ibid.,p.91.︵
同
書
一
八

一
頁
︶

(
)
デ
リ
ダ
の
講
演
は
﹃
他
者
の
耳
﹄
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
︵
そ
の
後
の
討
論
の
み

50

収
録
︶︑
そ
の
講
演
は
︑
ト
ロ
ン
ト
大
学
比
較
文
学
セ
ン
タ
ー
が
近
年
公
開
し
た
音
声

デ
ー
タ
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
C
f.
Jacques
D
errida's
lecture,

O
ctober
17,
1979
"sur
la
traductión"
in
F
rench.(https://w
w
w
.youtube.

com
/w
atch?v
=
G
-V
5t7H
O
Y
X
c)

(
)
浅
利
誠
﹃
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
と
の
交
歓
﹄
文
化
科
学
高
等
研
究
院
出
版
局
︑
二
〇
二

51

一
年
︑
一
四
六
頁
︒

(本
学
文
学
部
教
授
)

＊
こ
の
論
文
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
21H
00481
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒
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