
「
人
間

」

へ
の

「
彫
像

」

の
生
成

に
お
け

る

「自

己
」

と

「他
者
」

 

 

 

 

 

 

唯
物
論
者
ブ

ロ
ー
＝
デ
ラ
ン
ド
の
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
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朗

 
 

問

題

の
所
在

 
本
論
も
ま
た
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
内

に

一
つ
の
結
実
を
見
る
と
思
わ
れ

る
、
ル
ソ
ー
の

「自
己
愛
」
の
美
学
を
巡

る
包
括
的
な
研
究

の

一
部
を
な
す
。

 
自
ら
彫
り
上
げ
た
女
像
に
恋
す
る
男
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
を
巡
る
古
代
西
洋
に
伝

わ
る
物
語
は
、
十
八
世
紀
西
欧

に
お
い
て
大
流
行
し
た
。
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
そ

の
流
行
は
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
領
域

に
お
い
て
の
み
確
認
し
う
る
事
態
で
は
な
か
っ

た
。
本
論
は
特
に
、

ル
ソ
ー
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と
も
関
係
の
浅
か
ら
ぬ
と

思
わ
れ
る
、
こ
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス

（以
下
国
名
に
つ
い
て
は
仏
、
独
、
な
ど
の

略
記
を
用
い
る
）
の

一
人
の
哲
学
者
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
着
目
す
る
。
検

討
の
具
体
的
対
象
は
、
自
由
思
想
家
ブ

ロ
ー
＝
デ
ラ
ン
ド

（本
論
で
は
以
下
デ
ラ

ン
ド
と
略
記
）
の
著
作

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
あ

る

い
は
生

動
化
さ
れ
た
彫
像

P
yg
m
a
lio
n
 ou
 la
 sta
tu
e
 a
n
im
ee』

（
一
七
四

一
年
）
で
あ
る
。

 
成
る
程
、
十
八
世
紀
仏
の
哲
学
史

に
お

い
て
特
別
な
注
目
を
何
ら
浴
び
て
こ
な

か
っ
た
こ
の
哲
学
者
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
我
々
が
特
別
視
す
る
理
由
は
何

ら
無

い
様
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
論
が
属
す
べ
き
包
括
的
研
究
の
最
終
目
標
た

る
ル
ソ
ー
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
そ
の
影
響
も
、

ル
ソ
ー
自
身
が
デ
ラ
ン

ド
に
関
す
る
如
何
な
る
言
及
も
為
し
て
い
な
い
事
実
か
ら
、
殆
ど
あ
り
得

ぬ
様
に

も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
疑
念

に
対
し
て
、
以
下
の
三
点
を
ま
ず

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第

一
に
、
デ
ラ
ン
ド
と
い
う
思
想
家
自
身
、
必
ず
し
も
ル

ソ
ー
の
同
時
代

に
お
い
て
簡
単
に
軽
視
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
は
な
か

っ
た
。彼
は
、

若
い
時
期
に
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ

ュ
の
知
遇
を
得
、
ま
た
多
く
の
十
八
世
紀

の
進
歩
的

な
知
識
人
達
と
交
流
を
持
ち
続
け
た
ば
か
り
で
は
な

い
。
更
に
彼
は
、
デ
ィ
ド
ロ

と
直
接
に
面
識
を
も

っ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
デ
ィ
ド
ロ
そ
し
て
ル
ソ
ー
と
も
親
交

の
あ

っ
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
も
、
デ
ラ
ン
ド
の
あ
る
著
作
の
検
閲
を
担
当
し
た
と

さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
小
話
『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』

そ
れ
自
体
も
ま
た
、
当
時

に
お
い
て
お
そ
ら
く
か
な
り
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
た

筈
で
あ
る
。
実
際
、
ル
ソ
ー
の
少
な
か
ら
ぬ
同
時
代
人
達
が
そ
の
哲
学
的
小
話

に

直
接
に
そ
し
て
容
易
に
接
触
し
え
た
こ
と
が
何
ら
不
思
議
で
な

い
程
、
そ
れ
は
版

を
重
ね
て
い
る
。
デ
ラ
ン
ド
の

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』
は
、

一
七
四

一
年
の
初
版

後
に
少
な
く
と
も
四
回
は
再
版
さ
れ
る

（
一
七
四
二
年

（
ロ
ン
ド
ン
）
、

一
七
四
三

年

（ベ
ル
リ
ン
）
、

一
七
四
四
年

（
ロ
ン
ド
ン
）、

一
七
五
三
年

（
ベ
ル
リ
ン
）
）
。

更
に

一
七
四
八
年
に
は

ハ
ン
ブ
ル
ク
で
独
語
訳
が
出
版
さ
れ
る
程
で
あ
る
。
デ
ラ

ン
ド
の
急
進
的
思
想
傾
向
か
ら
仏
国
内

で
の
公
的
出
版
が
不
可
能
で
あ

っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
確

か
に
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
は
多
く
の
知
識
人
達
の

関
心
を
引
き

つ
け
た
筈
で
あ
る
。
事
実
、
本
論
の
第
四
節
で
確
認
す
る
様
に
、

ル

ソ
ー
の
友
人
で
も
あ

っ
た
デ
ィ
ド

ロ
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
潜
在
的
に
し
ろ
デ

ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
深
く
影
響
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ

る
。
第
三
に
、
最
も
重
要
な
こ
と
だ
が
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
は
、

当
時
確
立
さ
れ

つ
つ
あ
る
芸
術
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
む
し
ろ
明
確
に
哲
学

的
言
説
の
側

か
ら
捉
え
た
同
時
代
に
お
け
る
お
そ
ら
く
最
初
の
事
例
で
あ
る
。
そ



し
て
こ
の
言
わ
ば
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
が
、
（デ
ィ
ド

ロ
そ
し
て
特
に
コ

ン
デ
ィ
ヤ

ッ
ク
を
介
し
て
）
ル
ソ
ー
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム

へ
も
潜
在
的
影
響

を
与
え
た
可
能
性
は
強
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ル
ソ
ー
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ

ズ
ム
は
こ
の
点
で
芸
術
的
言
説
の
み
な
ら
ず
哲
学
的
言
説
を
も
内
包
す
る
も
の
で

あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
と
は
、
ル
ソ
ー

に
お
け
る
芸
術
論
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
哲
学
的

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
同
時
代
に
お
け
る
最
初
の
試
み
と
し
て
も
位
置
付
け
ら

れ
う
る
の
で
あ
る
。

 
本
論
は
、
デ
ラ
ン
ド
の
か
か
る
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
特
に

一
つ
の

新
た
な
論
点
か
ら
接
近
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
デ
ラ
ン
ド
か
ら
ル
ソ
ー
に
至
る

潜
在
的
な
繋
が
り
の

一
端
を
初

め
て
明

ら
か
に
す
る
と
同
時

に
、
デ
ラ
ン
ド
の

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
独
自
性
の
所
在
を
よ
り
正
確
に
示
し
た
い
。
確
か
に
、

従
来
か
ら
も
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
か
ら
デ

ィ
ド

ロ
の
よ
り
唯
物

論
的
な
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
も
し
く
は

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
感
覚
論
的
彫
像
の

仮
説

へ
の
影
響
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
デ
ラ
ン
ド
か
ら
更

に
ル

ソ
ー
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
至
る
流
れ
が
殆
ど
等
閑

に
付
さ
れ
て
き
た
の
も

ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
デ
ィ
ド

ロ
の
そ
の
唯
物
論
的
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
基
本
原
理
た
る

「感

受
性
」
そ
し
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
「
彫

像
」
の
仮
説
に
お
け
る
、
性
差

・
教
育
者

・
読
者

・
共
同
体
と
い
っ
た
重
要
な
側

面
も
ま
た
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
と
言

っ
て
良
い
。
こ
れ
ら
の
重
要
な
側
面
を
解

明
す
る
た
め
に
も
、
本
論
が
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
へ
の
分
析
上
の

新
た
な
論
点
と
し
て
強
調
す
る
の
が
、
「
彫
像
」
の

「人
間
」
へ
の
生
成
に
お
け
る

「自
己
」
と

「他
者
」

の
位
相
の
交
錯
に
他
な
ら
な

い
。

 
本
論
の
構
成
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

第

一
節
で
は
、
見
事
な

「彫
像
」
を
制

作
し
た
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
公
的

保
護
そ
し
て
そ
の
知
的
権
威
化

の
言
説

を
中
心
に
見
て
行
く
。
「哲
学
者
」
と
し
て
も
立
ち
現
れ
る
こ
の
卓
越
し
た
芸
術
家

に
与
え
ら
れ
た

（デ
ラ
ン
ド
に
よ
る
）
位

置
付
け
が
、
当
時

の
近
代
的
芸
術
観
の

中
で
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
を
巡
る
言
説
と
符
合
し
て
い
く
有
り
様
が
こ
こ
に
容
易

に
見

い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
ラ
ン
ド
自
身
の
思
想
す
な
わ
ち
唯

物
論
哲
学
は
、
む
し
ろ
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
と
も
に
展
開
さ
れ
る
彫
像

の
生
動
化

と
そ
の
心
的
生
成
の
過
程
に
お
い
て
こ
そ
呈
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
彼

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
独
自
性
も
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
示
さ
れ
る
筈

で
あ

る
。
続
く
第
二
節
と
第
三
節
が
検
討
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学

的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
核
心
に
関
わ
る
。
ま
ず
は
我
々
が
第
二
節

で
目
指
す

の
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う
哲
学
的
随
伴
者
を
伴
う

「彫
像
」

の
生
動
化
と

精
神
生
成
に
お
け
る
デ
ラ
ン
ド
の
唯
物
論
哲
学
の
基
本
的
論
点
の
概
観
で
あ
る
。

そ
の
上
で
次
の
第
三
節
に
お
い
て
、
か
か
る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
上
の
唯
物
論

的
論
点
が
、
「彫
像
」
と

「
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
と
の
間
の

「自
己
」
と

「他
者
」

の
交
錯
お
よ
び

「
社
会
」
と

い
う
よ
り
大
き
な

「全
体
」

へ
の
繋
が
り
を
示
唆
す

る
こ
と
を
示
す
。
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
独
自
性
は
ま
さ

に
こ
こ
に

一
つ
の
大
き
な
結
実
を
見
い
だ
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
第
四
節
で
は
、
そ

の
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
が
、
ル
ソ
ー
に
近

い
す
ぐ
後

の
世

代
の
哲
学
者
た
ち

（
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
デ
ィ
ド
ロ
）
に
無
視

で
き
ぬ
影
響
を
与

え
た
可
能
性
を
検
証
す
る
。
本
論
が
最
終
的
に
解
明
せ
ん
と
す
る
の
は
、

ル
ソ
ー

の
内
に

（特

に
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
介
し
て
）
流
れ
込
ん
で
行
く
十
八
世
紀
仏
の

自
由
思
想
家
デ
ラ
ン
ド
が
創
始
し
た
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
そ
の
独
自

な
力
動
性
で
あ
る
。

 
 

第

一
節
 
「哲
学
者
」
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
も
し
く
は
知
性
化
さ
れ
た
彫
刻
家

 
本
節
は
、
デ
ラ
ン
ド
に
よ
り
呈
示
さ
れ
る
知
性
化
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と

い
う
観
点
の
も
つ
芸
術
論
的
含
意
を
検
討
す
る
。
そ
の
含
意
は
、
同
時
代

の
十
八

世
紀
仏
の
主
流
た
る
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
そ
し
て
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学

的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
言
説
の
最
初

の
接
合
を
可
能
に
し
て
く

れ
る
。
但
し
、
予
め
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る

「
哲
学
者
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
と
い
う
位
相
が
デ
ラ
ン
ド
の
思
想
的
立
場
そ
れ
自
体

の
本
質
を
必
ず

し
も
完
全
に
く
み
つ
く
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

一
七
四
〇
年
代
に

特
に
本
格
化
す
る
十
八
世
紀
仏
の
啓
蒙
的

「哲
学
者
」
に
ま

つ
わ
る
同
時
代
的
な



共
通
了
解

に
関
係
す
る
。

 
ま
ず
は
本
論

の
分
析
対
象
た
る
、
「哲
学

的
短
編

c
o
n
te
 p
h
ilo
so
p
h
iq
u
e
」
と

し
て

一
七
四

一
年

に
公
に
さ
れ
た

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
あ
る
い
は
動
く
彫
像
』
の

粗
筋
を
示
し
て
お
こ
う
。
聡
明
で
知
的
な

キ
ュ
プ

ロ
ス
の

「
彫
刻
家
」
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ
ン
は
長
ら
く
独
身
を
保

っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
ウ
ェ
ヌ
ス
の
絶
世

の
美
貌
を

夢

の
中
で
目

の
当
た
り
に
し
心
奪
わ
れ
る
。
彼
は
夢

に
見
た
そ
の
絶
世
の
美
女

ウ
ェ
ヌ
ス
を
モ
デ
ル
に
見
事
な
女
像
を
彫
り
上
げ
、
彼
の
友
人
達
か
ら
そ
の
傑
作

は
絶
賛
さ
れ
る
。
や
が
て
女
像
に
恋

い
焦
が
れ
る
様
に
な

っ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン

の
願

い
が
叶

い
、
こ
の
彫
像
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
前
で
生
き
た
女
性
と
し
て
生

命
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
は
、
そ
の
生
命
化
し
た
彫
像
が
感
官

の
行
使

か
ら
次
第
に
理
性
能
力
の
使
用
を
習
得
す
る
の
を
自
ら
の
博
識

に
よ

っ
て

教
育
し
手
助
け
す
る
。
最
後
に
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
そ
の
彼
女
を
友
人
達
に
紹

介
す
る
こ
と
を
決
心
し
、
彼
ら
の
祝
福
の
中
で
彼
女
と
の
結
婚
の
宴
を
執
り
行
う

場
面

で
こ
の
短
編
は
終
わ
る
。

 
既

に
我
々
は
、
十
八
世
紀
初
頭

に
位
置
す
る
ド
・ラ
・
モ
ッ
ト
ら
の
舞
踊
的
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
巡
る
検
証
の
中

で
、

ま
ず
は
近
代
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の

特
徴
を
確
認
し
た
。
ウ

ェ
ヌ
ス
崇
拝

に
深
く
関
係
す
る
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
ら
の
古

代
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と
は
異
な
り
、

ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は

公
的
庇
護
を
受
け
る
べ
き
芸
術
家

・
彫
刻
家
の
物
語
に
変
貌
し
て
い
た
の
で
あ

っ

た
。
本
論
が
注
目
す
る
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
も
ま
た
、
か

か
る
変
貌
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
十
八
世
紀
前
半

に
活
躍
し
た
思
想
家

デ
ラ
ン
ド
と
、
同
じ
く
思
想
家
で
あ
り
十
七
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
あ
る
人
物
と

の
間

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
巡
る
立
場
の
根
本
的
な
相
違
が
、

一
つ
の
参
考

に
な
ろ
う
。
こ
の
人
物
を
デ
ラ
ン
ド
そ
の
人
が
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
た
事
実

が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
立
場
の
相
違
は
注
目
に
値
す
る
。
『歴
史
批
評
辞
典
』
の
著

者
ピ

エ
ー
ル

・
べ
ー
ル
が
、
デ
ラ
ン
ド
を

は
じ
め
と
す
る
十
八
世
紀
仏

の
知
識
人

に
多
大
な
影
響
力
を
与
え
た
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
べ
ー
ル
は
、
こ
の
高

名
な
辞
典
の
項
目

「
（キ

ュ
プ

ロ
ス
の
）
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
で
、
古
代

の
オ
ウ
ィ

デ

ィ
ウ
ス
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
を

「キ

ュ
プ

ロ
ス
王
で
あ
る
と
は
全
く
し
な
か
っ

た
」
と
批
判
す
る
。
「読
者
達
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
を
日
々
の
糧
を
そ
の

汚彫
刻
と

い
う
汛
職
業
で
稼

い
で
い
た
単
な
る
彫
刻
師
と
受
け
取
り
か
ね
ぬ
」
曖
昧

で
不
正

確
な
記
述
を
こ
の
高
名
な
古
代
詩
人
が
愚
か
に
も
お
か
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ロ
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
ら
の
伝
え
る
様
々
な
古
代
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
説
話

に
通
じ

て
い
た
べ
ー
ル
に
と

っ
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
何
よ
り
も
ウ

ェ
ヌ
ス
と
縁
深
き

キ
ュ
プ

ロ
ス
王
と
し
て
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
意
識
的
に

し
ろ
間
接
的
に
し
ろ
べ
ー
ル
の
こ
の
オ
ウ
ィ
デ

ィ
ウ
ス
批
判
が
、
後
に
十
八
世
紀

に
入
り
本
格
化
す
る
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
と
は
完
全
に
対
立
す
る
当

代
随

一
の
知
識
人
た
る
彼
の
冷
淡
さ
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
既
に
べ
ー
ル
の

活
躍
し
た
十
七
世
紀
後
半
で
さ
え
、
少
な
か
ら
ぬ
仏
人
が
例
え
ば
中
世
の

『薔
薇

物
語
』
を
介
し
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
を
キ

ュ
プ

ロ
ス
王
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
彫
刻
家

と
し
て
受
け
取

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ベ
ー
ル
は
か
か
る
彫
刻
家
と
し

て
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
関
心
を
示
す
素
振
り
さ
え
も
見
せ
な
い
。
事
実
、
『変
身

譚
』
の
関
連
箇
所
の
粗
筋
を
紹
介
す
る
項
目

の
本
文
で
す
ら
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン

の
彫
刻

の

「技
」

に
は
全
く
言
及
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

一
七
四

一
年
の
デ
ラ
ン

ド
に
な
る
と
事
態
は
全
く
逆
の
様
相
を
呈
す
る
。
そ
も
そ
も
、
上
記
の
粗
筋

で
示

し
た
様

に
、
デ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は

「あ
ら
ゆ
る
芸
術

to
u
s

les
 be
au
x
 a
rts」
を
修
め
そ
し
て
何
よ
り
も

「彫
刻
」
の
技
に
卓
越
し
た
者
と
し

て
呈
示
さ
れ
る
。
「幸
運
で
創
意
溢
れ
る
天
賦
の
才
、労
働

へ
の
執
拗
な
ま
で
の
愛
、

趣
味
、
殆
ど
何
ご
と
に
も
通
じ
た
才
能
の
お
か
げ

で
彼
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
専
念

し
た
の
で
あ

っ
た
。
主

に
彼
は
彫
刻
で
成
功
し
た
（P
.L
.,
 51
）」
。
彼
が
同
じ
思
想

家

・
哲
学
者
と
し
て
べ
ー
ル
に
敬
意
を
表
し
か
つ

『歴
史
批
評
辞
典
』
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
関
係
の
記
述

に
も
お
そ
ら
く
目
を
通
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ

の
逆
転
現
象
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
思
想
家
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て

は
、
芸
術
家
も
し
く
は
よ
り
正
確
に
は

「彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
と
い
う
言

説
が
ほ
ぼ
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
だ
が
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
、

い
わ
ば

「彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
は
ま
た

「哲

学
者
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
で
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「哲
学
的
小
話
」
に

お
け
る

「
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」

へ
の
斯
様
な
関
心
は
、
十
七
世
紀

に
開
始



さ
れ
十
八
世
紀
に
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
る
近
代
的
芸
術
家
を
巡
る
言
説
そ
れ
自
体
が
暗

黙
に
要
請
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
ず
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
彫
刻
家
と
し
て

の
側
面
が
ど
の
様
に
デ
ラ
ン
ド
に
よ

っ
て
呈
示
さ
れ
、
そ
れ
が
当
時
確
立
さ
れ

つ

つ
あ
る
近
代
的
芸
術
家
の
イ
メ
ー
ジ
と
ど
の
様
に
交
錯
す
る
か
を
確
認
し
よ
う
。

そ
の
上

で
、
次
に
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る
か
か
る
芸
術
家

の
位
相
が
ど
の
よ
う
に
哲
学
者

の
位
相
に
関
わ
り
う
る
か
を
検
討
し
た
い
。

 

ま
ず
、
最
初
の

「芸
術
家
」
と
し
て
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
つ
い
て
の
デ
ラ
ン

ド
の
記
述
か
ら
見
て
行
こ
う
。

一
世
代
前

の
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
の
場
合
と
同
様
、

デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
彫
刻
家
・芸
術
家
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
種

の
短
編
物
語

の
中

で
呈
示
さ
れ
る
デ

ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
に
は
、

ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
ら
の
場
合
よ
り
も
詳
細

に
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
彫
刻
家

・
芸
術

家
の
位
相
に
ま

つ
わ
る
記
述
が
存
在
し
う

る
余
地
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
ピ
ュ
グ

マ

リ
オ
ン
の
近
代
芸
術
家
と
し
て
の
あ
る
種

の
理
想
化
が
明
確

に
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
留
意
し
た

い
。
既
に

一
七

一
九
年
の
デ

ュ
ボ
ス
の

『詩
画
論
』
は
、
そ
こ
で

集
中
的

に
取
り
挙
げ
る
画
家
と
詩
人
を
「
ア
ル
テ
ィ
ザ
ン
a
rtisa
n
t」
と
呼
ぶ
に
先

立
ち
、
彼
ら
が

「
オ
ネ
ッ
ト
ム
h
o
n
n
ete
 ho
m
m
e
」
で
あ
る
こ
と
を
断
ら
ね
ば
な

ら
な
か

っ
た
。
デ
ラ
ン
ド
の
ピ
ュ
グ

マ
リ

オ
ン
も
ま
た
、
彫
刻
家

で
あ
り
な
が
ら

「オ
ネ

ッ
ト
ム
」
的
な
生
活
を
送
る
も
の
で
あ
り
、
「平
凡
な
人
々
」
を
嫌
う
人
物

と
し
て
示
さ
れ
る

（P
.L
.,
 52-3
）。
更
に
は
、
彼
が
二
十
歳
の
時

に

一
度
は
結
婚

を
望
み
な
が
ら
も
独
身
を
守
る
決
心
を
し
た
の
も
、
単
に
候
補

に
挙
が

っ
た
女
性

の
真
実
の
姿
を
親
友
か
ら
聞
か
さ
れ
た
か
ら
だ
け
で
は
な

い
。
多
く
の
人
々
が
陥

る
、
「結
婚
」
と
言
う
社
会
的
約
束
事
の
悪
弊

を
聡
明
に
も
悟

っ
た
か
ら
で
あ
る
（P

L
.,
5
3
）°
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
単
な
る
彫
刻
職
人
で
は
な
く
、
卓

越
し
た
技
量

の
上
に
高

い
教
養
と
聡
明
さ
を
身
に
つ
け
た
彫
刻
「芸
術
家
」
（デ
ラ

ン
ド
は

「a
rtiste
」
の
語
を
使

っ
て
い
る

（P
.L
.,
 52
）
）
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次

に
、
か
か
る
理
想
化
と
連
動
す
る
形
で
、
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
ら
の
場
合
と
同
様

に
い
や
む
し
ろ
よ
り
詳
細
に
、
芸
術
家

の
公
的
保
護
を
巡
る
言
説
が
大
き
く
強
調

さ
れ
る
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
「不
死

の
名
声
」
を
目
指
し
、
「低
俗
な
嫉
妬
」

を
覚
え
る
こ
と
も
無
か

っ
た

「知
恵
あ
る
古
代
」
の

「芸
術
の
探
究

に
専
念
し
て

い
た
人
々
」

の
行
動
原
理
を
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
が
ま
た
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「高
貴
な
る
私
心
無
さ

u
n
 n
o
b
le
 d
es
in
te
resse
m
e
n
t」
と
い
う
行
動

原
理
で
あ
る
。
「知
恵
あ
る
古
代
に
お
い
て
、
芸
術
の
探
究
に
専
念
し
て
い
た
人
々

だ
け
が
持

っ
て
い
た
も
の
こ
そ
高
貴
な
る
私
心
無
さ
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
栄
光
の

た
め
に
働
き
、
不
死
の
名
声
を
獲
得
せ
ん
と
し
て
い
た
。
低
俗
な
嫉
妬
が
決
し
て

彼
ら
の
心
を
支
配
す
る
こ
と
は
無

か
っ
た

（P
.L
., 5
1
-2
）
」。
成
る
程
、
「
オ
ネ
ッ

ト
ム
」
で
も
あ
る
彫
刻
家
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
も
ま
た
持

つ
で
あ
ろ
う
こ
の

「
不
死

の
名
声

re
p
u
ta
tio
n
 im
m
o
rte
lle」
へ
の
熱
望

の
内
に
、
自
ら
の
技

の
卓
越
さ
を

誇
る

「自
己
愛
＝
自
尊
心
」
を
見
い
だ
す
の
は
容
易
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「不
死
の

名
声
」
が

「自
己
愛
」
を
背
後
に
控
え
さ
せ
る
に
せ
よ
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
生

み
出
す
作
品
が
低
俗
な
利
己
心
を
超
え
る
限
り
で
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
「公
共
性
」

を
帯
び
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
彫
刻
家
は
、
「己
の
作
品
を
売
る
」
と
い
う
「私

心

in
te
ret」
と
は
全
く
無
縁
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
神
殿
や
裁
き
の
場
や
議
会
と

い
う
公
的
な
建
築
物

の
内
部
を
自
ら
の
作
品
で
飾
る
に
相
応
し
い
存
在
で
あ
る
。

「彼
は
自
分
の
作
品
を

一
つ
も
売
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
ん
な
類
い
の
取
り
引

き
を
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
作
品
の
名
誉
を
汚
す
と
思

っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
れ
ら
の

作
品
で
不
死
の
神
々
に
捧
げ
ら
れ
た
神
殿
を
飾
り
、
正
義
の
審
判
が
下
さ
れ
る
法

廷

汚中
略
汛
に
そ
れ
ら
の
作
品
を
展
示
さ
せ
た
の
だ

っ
た

（P
.L
.,
52
）
」。
だ
か
ら

こ
そ
キ

ュ
プ

ロ
ス
の
王
国
が
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
よ
う
な
偉
大
な

「芸
術
家
」

を
公
的
に
保
護
し
、
そ
の

「優
秀
な
才
能
」
に
報

い
る
べ
き
な
の
は
全
く
の
当
然

で
あ
る

（P
.L
.,
 52
）
。
彼
ら
の
才
能

に
見
返
り
を
与
え
る

「配
慮
」
こ
そ
は
、
「欠

く
べ
か
ら
ざ
る
義
務
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
王
国
が

「国
と
し
て
支

払
う
べ
き
債
務
」
で
も
あ
る

（P
,L
.,
52
）
。
そ
れ
故
そ
の
よ
う
な
王
国
で
は
、
「偉

大
な
芸
術
家
達
は
も
の
の
分
か
ら
ぬ
尊
大
な
者
達
に
自
ら
の
作
品
を
売
ら
ざ

る
え

な
く
な
る
こ
と
な
ぞ
全
く
な
い

（P
.L
.,
 52
）」
。
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
の
主
張
し
て
い

た
卓
越
し
た
芸
術
家

へ
の
公
的
保
護
の
立
場
が
、
ほ
ぼ
四
十
数
年
後

の
デ
ラ
ン
ド

に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
確
固
た
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

 
だ
が
同
時
に
、
公
的
保
護
を
当
然
の
報
酬
と
さ
れ
る
芸
術
家

・
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
は
、
そ
れ
故
に
こ
そ
更
に
は

「哲
学
」
に
も
通
ず
る
者
と
さ
れ
て
行
く
。
今
し



方
確
認
し
た
様

に
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
単
な
る
職
人
で
は
な
く
、

聡
明
な

「
オ
ネ
ッ
ト
ム
」
で
あ

っ
た
し
、
ま
た
低
俗
な
人
々
と
は
区
別
さ
れ
る
べ

き

「高
貴
な
る
私
心
無
さ
」
に
よ

っ
て
行
動
す
る
人
で
も
あ

っ
た
。
斯
様

に

一
般

の
利
害
関
心
を
超
越
し
た
彼

の
作
品
が
飾
ら
れ
る
べ
き
公
共
施
設
の
最
後

に
特
に

強
調
さ
れ
て
示
さ
れ
る

「集
会
の
大
広
間
」
を
巡
る
記
述
に
着
目
し
よ
う
。
そ
れ

は
、
「真
理
と
美
徳

へ
の
不
可
分
な
愛
を
齎

す
こ
と
を
目
標
と
す
る
、
哲
学
そ
し
て

そ
の
他
の
精
密
な
る
学
問
が
教
え
ら
れ
る

（P
.L
.,
 52
）」
公
的
な
場
で
あ
る
。
こ

の
記
述
の
仕
方
を
見
れ
ば
、
「
哲
学
」
こ
そ
が
他

の

「精
密
な
る
学
問
」
を
率
先
し

つ
つ

「
真
理
と
美
徳
」
に
資
す
る
と
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「哲
学
」
と
同

様

に
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
作
品
も
ま
た
、
低
俗
な
利
害
関
心
を
超
え
、
「不
死
の

名
声
」
も
し
く
は

「真
理
と
美
徳
」
を
目
指
す
こ
と
で
最
終
的
に
は
公
共
の
善
に

奉
仕
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
哲
学
者
と
の
こ
の
共
通
性
は
、

更
に
二
つ
の
観
点
か
ら
強
固
と
な
る
。
第

一
に
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
彼

の
友
人

達
と
の
緊
密
で
高
尚
な
付
き
合

い
の
中
で
、
彼
ら
か
ら
「
新
た
な
考
え

n
o
u
v
e
lles

id
e
es
」
を
啓
発
的
に
獲
得
す
る

（P
.L
.,
 52
-3
）。
無
論
そ
の
中
に
は
、
「真
理
と
美

徳
」
に
資
す
る
学
問
を
率
先
す
る

「哲
学
」
が
当
然
な
が
ら
第

一
に
前
提

と
さ
れ

よ
う
。
第
二
に
、
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
自
身
が
そ
の
「新

た
な
考
え
」
を
他
者

へ
伝
え
教
え
る
哲
学
者

に
他
な
ら
な
い
。
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
は
、
物
語
後
半
で
は
、
生
命
化
し
た
彫
像
に

一
種
の
感
覚
教
育
を
施

し
感
覚
か
ら
認
識
ま
で
の
発
達
を
女
像
に
解
説
す
る
い
わ
ば

「哲
学
的
教
育
者
」

と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
心
が
目
覚
め
始
め
た
彫
像

の
発
す
る

「神
性
」
そ
し
て

「自
然
」
を
巡
る
以
下
の
疑
問
に
も
明
晰

に
答
え
う

る
者
な
の
で
あ
る
。
「神
性
と
は
何
。
自
然

と
は
何
な
の
で
す
。

汚中
略
汛
私
は
何

も
知
ら
な
い
し
、
全

て
が
私
に
は
新
し

い
の
で
す
。
ど
う
か
私
に
教
え
て
下
さ
い

（P
.L
.,
 61
）」
。
こ
れ
は
、
や
が
て
見
て
行

く
様
に

（第
二
節
）、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
の
物
語
を
介
し

つ
つ
デ
ラ
ン
ド
が
自
ら

の
哲
学
的
思
索

の

一
端
を
読
者
達
に
示

さ
ん
と
し
た
そ
の
事
情
を
考
え
れ
ば
、
当
然

の
事
態
で
も
あ
る
。
無
論

こ
こ
に
、

（こ
れ
も
後
に
詳
細

に
検
討
す
る
様
な

（第
四
節
）
）
『感
覚
論
』

に
お
け
る
彫
像

に
五
官
を
自
在
に
付
与
し
て
い
く
哲
学
者

（そ
れ
は

『感
覚
論
』

の
著
者
た
る
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
そ
の
人
で
も
あ
る
）、
そ
し
て
ル
ソ
ー
の

『
エ
ミ
ー
ル
』
に
お
け
る

（様
々
な
哲
学
的
見
解
を
語
る
限
り
で
の
）
教
育
的
哲
学
者

へ
と
繋
が
る
存
在
を

確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
は
あ
る
ま
い
。
事
実
、
十
八
世
紀

の

「哲
学
者
」
の

理
想
が

（し
ば
し
ば

「子
供
」
と
見
な
さ
れ
る
）
無
知
蒙
昧
な
民
衆
や
女
性

の

「啓

蒙
」
に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の

「啓
蒙
的
哲
学

者
」
と
し
て
の
含
意
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
節
で
は
さ
し
あ
た
り
む

し
ろ
、
デ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
哲
学
者
か

つ
芸
術
家
と
い
う
こ
の
同

一
化
が
、
近
代

的
芸
術
観
と
不
可
分
に
な
り

つ
つ
あ
る
当
時
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
前
提
に

し
て
こ
そ
よ
り
容
易
で
あ

っ
た
点
を
強
調
す
る
だ
け
で
良

い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、

デ
ラ
ン
ド
の
時
代
、
芸
術
家
達
は
単
な
る

「職
人
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
「哲
学

者
」
と
同
様

に

「真
理
と
美
徳
」
に
資
す
る
よ
り
高
次
の
精
神
性
を
帯
び
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
始
め
て
い
た
。
や
が
て
デ
ィ
ド

ロ
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
姿
が
同

時
代
の
彫
刻
家
フ
ァ
ル
コ
ネ
に
具
現
化
す
る
の
を
認
め
た
上
で
、
こ
の
方
向
の
最

初
の
結
実
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
神
々
と
競
う
お
前
は
汚
＝
ピ
ュ

グ

マ
リ
オ
ン
た
る
フ
ァ
ル
コ
ネ
汛
、
た
と
え
彼
ら
が
そ
の
彫
像
に
生
気
を
与
え
た
と

し
て
も
、
彫
像
の
こ
の
作
り
手
に
生
気
を
与
え
る
こ
と
で
そ
の
奇
蹟
を
更
に
新
た

に
し
た
の
だ
。
来
て
私
の
抱
擁
を
受
け
る
が
良

い
。
し
か
し
、
恐
れ
る
が
よ
い
。

プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
の
罪
を
犯
し
た
お
前
を
も
ま
た
禿
鷹
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と

を
」
。
十
八
世
紀

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
た
る
彫
刻
家

フ
ァ
ル
コ
ネ
は
、
啓
蒙
期
の

「唯
物
論
哲
学
者
」
と
同
様
に
人
々
を
導
き
神

の
権
威
に
反
抗
す
る

「プ

ロ
メ
テ

ウ
ス
」
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
当
時
の
芸
術
論
的
言

説
と
の
よ
り
本
質
的
な
関
わ
り
に
迫
る
に
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
哲
学
者

・
彫

刻
家
と
し
て
の
位
相
の
検
証
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
の
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
最
大
の
思
想
上
の
独
自
性
が
、
む
し
ろ
生
動
化
し
人
の
心
を

獲
得
し
て
行
く
女
性
の
彫
像
を
巡

っ
て
呈
示
さ
れ
る
点
を
見
逃
す

べ
き
で
は
な

い
。
デ
ラ
ン
ド
の
唯
物
論
思
想
の
本
質
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
側

か
ら
説
明
的

に
語
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
こ
の
女
像

の
生
動
化
と
精
神
形
成
と
い
う
場
面

で
こ
そ
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
特
に
、
彫
像
の
生
命
化
と
そ
の
後

の



心
的
形
成
に
込
め
ら
れ
た
デ
ラ
ン
ド
の
思
想
の
本
質
の
大
枠
を
検
証
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

 
 

第

二
節

彫
像

の
生
動
化
と
精
神

生
成

に
お
け
る
デ
ラ
ン
ド
的
唯
物
論

 

本
節

で
は
、
ま
ず
は
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
思
想
上

の
本
質
を
、

む
し
ろ
彫
像
の
心
的
形
成
を
巡
る
記
述
に
お
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
る
生
動
化
と

精
神
形
成
と
い
う
二
つ
の
契
機
か
ら
捉
え
る
。
唯
物
論
と
い
う
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学

思
想
そ
れ
自
体
が
が
そ
こ
で
明
示
的
に
展
開
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

 

で
は
、
ま
ず
は
デ
ラ
ン
ド
の
思
想
的
立
場
と
は
具
体
的
に
は
如
何
な
る
も
の
な

の
か
。
そ
し
て
、
彼
の
そ
の
哲
学
思
想
に
関
し
て
我
々
が
集
中
的
に
検
討
す
る
こ

の
哲
学
的
小
話
は
ど
の
よ
う
な
重
要
な
位
置
付
け
を
持

っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら

の
点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

 

そ
も
そ
も
、
デ
ラ
ン
ド
は
仏
海
軍

の
再
建
に
尽
力
し
た
極
め
て
有
能
な
官
僚
、

ま
た
は
海
洋

・
船
舶
術
に
精
通
し
た
専
門

家
で
あ

っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
若

い
頃

に
は

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
も
直
接
の
知
遇

を
得
て
お
り
、
ま
た
デ
ィ
ド

ロ
に
よ
り

後

に
無
断
で

『百
科
全
書
』

に
借
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
哲
学
史
的
著
作
を
執
筆

す
る
な
ど
、
充
分
な
哲
学
的
素
養
も
あ

っ
た
人
物
で
あ
る
。
事
実
、
現
代
の
研
究

者
に
よ

っ
て
は
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
や
ノ
デ
ら
十
七
世
紀
の
「博
学
な
リ
ベ
ル
タ
ン
」

の
系
譜
か
ら
デ
ィ
ド
ロ
ら
十
八
世
紀

の

「百
科
全
書
派
」

へ
の
橋
渡
し
的
存
在
と

も
目
さ
れ
る
。
成
る
程
、
彼
よ
り

一
つ
後

の
世
代

の
徹
底
し
た
唯
物
論

（デ
ィ
ド

ロ
や
ド
ル
バ
ッ
ク
ら
）
や
体
系
化
さ
れ
た
感
覚
論
哲
学

（
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
ら
）

に
較
べ
、
完
成
度

の
点
で
低

い
と
い
う
印
象
を
与
え
も
し
よ
う
。
ま
た
、
（す
ぐ
に

触
れ
る
こ
と
に
な
る
）
当
時

の
検
閲
体
制

下
で
デ
ラ
ン
ド
自
身
が
な
か
な
か
自
ら

の
哲
学
的
立
場
を
直
接
に
呈
示
し
え
な
か

っ
た
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
、
そ
の
印

象
を
更
に
強
め
る
。
し
か
し
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
事
情
の
故
に
こ
そ
、
純

粋
な
理
論
的
著
作
で
は
な

い
哲
学
的
寓
話

た
る
こ
の
著
作

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』

が
デ
ラ
ン
ド
哲
学

に
と

っ
て
も
つ
べ
き
無
視
し
え
ぬ
重
要
性
が
生
じ
て
く
る
。

 
こ
の
哲
学
的
小
話
は
、
デ
ラ
ン
ド
哲
学

の
充
全
な
把
握
に
と

っ
て
と
り
わ
け
以

下
の
二
つ
の
観
点
か
ら
極
め
て
決
定
的
な
存
在
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。
第

一
に
、

デ
ラ
ン
ド
の
こ
の

「哲
学
的
小
話
」
が
仏
国
内
で
は
な
く

ロ
ン
ド
ン
で
そ
し
て
そ

れ
も
匿
名
で
出
版
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
は
充
分

に
注
意
を
払

い

た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
著
作
で
寓
意
的
な
形
に
せ
よ
余
り
に
あ
か
ら
さ
ま
な
唯
物

論
的

・
経
験
論
的
な
思
想
の
故

に
他
な
ら
な
い
。
事
実
、
当
時
に
お
い
て
は
危
険

思
想
と
さ
れ
た
こ
の
思
想
傾
向
が
お
そ
ら
く
は
原
因
と
な
り
、

一
七
四
二
年
三
月

十
四
日
デ
ィ
ジ
ョ
ン
の
高
等
法
院
は
仏
国
内
で
密
か
に
出
回

っ
て
い
た
こ
の
著
作

を
焚
書
に
付
し
た
。
ま
た
、
ヴ

ァ
ロ
ア
神
父
は
、
そ
の
書
評
に
お
い
て
こ
の
著
作

が
あ
か
ら
さ
ま
に
示
す
立
場
、

つ
ま
り

「想
像
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
そ
し
て

神
性
そ
の
も
の
を
物
質
に
与
え
る
」
と
い
う
危
険
な
唯
物
論
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
唯
物
論
を
始
め
と
す
る
先
進
的
な
思
想
に
対
す
る
当
時
の

仏
検
閲
制
度
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
時
、
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
の

『ピ

ュ
グ

マ

リ
オ
ン
』
の
匿
名
で
の
出
版
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
。
こ
の
哲
学
的
小
話
の

匿
名
出
版
は
、
今
し
方
述
べ
た
様
な
検
閲

に
ま

つ
わ
る
厄
介
な
事
態
を
避
け
る
と

い
う
こ
と
の
み
を
含
意
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時

に
、
む
し
ろ
意
図
的
に

匿
名
で
出
版
し
た
こ
と
で
、
逆
に
彼
自
身

の
依

っ
て
立

つ
べ
き
思
想
を
直
接
に
示

し
う
る
著
作
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
指
摘
し
た
様
に
、
デ
ラ
ン
ド

は
実
名

で
発
表
し
た
著
作
で
は
検
閲
を
意
識
す
る
余
り
自
分
の
真
意
を
間
接
的
に

し
か
表
明
せ
ず
、
そ
の
た
め
彼
の
思
想
上
の
真
意
は
な
か
な
か
把
握
し
難
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
研
究
者
は
こ
の
匿
名
の
「哲
学
的
小
話
」

の
著
者
を
デ
ラ
ン
ド
に
確
実
に
帰
し
た
後
、
こ
れ
を
彼
の
哲
学
上
の
全
体
的
立
場

を
解
明
す
る
上
で
の
極
め
て
重
要
な
著
作
と
さ
え
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
デ
ラ
ン
ド
の
唯
物
論
的
思
想
の
本
質
が
ど
の
様
な
形
で
こ
の
著
作

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』

に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
と
い
う
の
か
。

 
ま
ず
、
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
よ
り
見
事

に
制
作
さ
れ
た

彫
像
の
物
語
が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
女
像
と
の
公
の
結
婚
と

い
う
幸
福
な
結
末

に

至
る
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
段
階
を
経
過
す
る
必
要
が
あ
る
。
女
像

の
生
動
化
そ

し
て
そ
の
彼
女

の
心
的
成
長
と
い
う
二
つ
の
段
階
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二

つ
の
段
階
の
記
述

に
デ
ラ
ン
ド
が
か
な
り
多
く
の
頁
を
割

い
て
い
る
事
実
は
極
め



て
示
唆
的
で
あ
る
。
確
か
に
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の

『変
身
譚
』

に
お
い
て
も
彫
像

の
生
動
化

に
つ
い
て
は
割
と
詳
細
な
記
述
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
デ
ラ
ン

ド
の
も
の
と
比
べ
る
と
遥
か
に
短

い
。
ま
た
特
に
第
二
の
彫
像

の
心
的
成
長

に
つ

い
て
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
は
そ
れ
に
ま

つ
わ
る
記
述
自
体
が
存
在
し
な
い
。

い
わ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
段
階
の
よ
り
詳
細
な
記
述
こ
そ
が
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
独
自
性
の
最
も
注
目
す
べ
き
部
分
を
構
成
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
事
実
、
こ
れ
ら
二
つ
の
段
階
の
記
述
に
お
い
て
ま
さ
に
、
デ
ラ
ン
ド
の

哲
学
思
想
が
極
め
て
大
胆
に
そ
し
て
先
鋭
的
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
デ
ラ
ン
ド
の
思
想
上
の
基
本
的
立
場
を
形
作
る
の
が
、
既

に
触
れ
た
様
に
、

唯
物
論
に
強
く
傾
斜
す
る
そ
の
哲
学
思
想

に
他
な
ら
な
い
。

 
と
も
あ
れ
彫
像
の
生
動
化
そ
し
て
心
的
展
開
の
二

つ
の
段
階
で
示
さ
れ
る
デ
ラ

ン
ド
の
思
想
を
順
を
追

っ
て
概
観
し
て
い
こ
う
。

 
最
初
に
、
第

一
段
階
の
彫
像
の
生
動
化
も
し
く
は
生
命
化
か
ら
見
て
行
く
こ
と

に
し
た

い
。
無
論
、
石
も
し
く
は
動
か
ぬ
物
質
か
ら
動
的
な
生
命
体

へ
の
こ
の
変

様

こ
そ
が
、
唯
物
論
者
に
と

っ
て
最
も
格
好

の
話
題
で
あ
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
デ
ラ
ン
ド
の
立
場
は
、
彼
の
最
初
の
思
想
上

の
師
と
で
も
言

う
べ
き

マ
ル
ブ

ラ
ン
シ

ュ
が
依

っ
て
い
た
十
七
世
紀
仏
の
デ
カ
ル
ト
派
哲
学
と
は

根
底
的
に
異
な

っ
て
い
る
。
確
か
に
、
デ

カ
ル
ト
が
そ
の

『人
間
論
』
で
典
型
的

に
示
し
た
の
と
同
じ
く
、
デ
ラ
ン
ド
も
ま
た
人
間
を

「機
械

m
ac
h
in
e
」
と
呼
ぶ
。

し
か
し
、
こ
の

「機
械
」
は
、
「
バ
ネ
が
互

い
に
働
き
か
け
、
流
体
と
固
体
が
互

い

に
争

い
交
互

に
反
発
す
る
」
と
い
う

「連
続
す
る
作
用
と
反
作
用

u
n
e
 a
ctio
n
 et

u
n
e
 re
a
c
tio
n
 c
o
n
tin
u
elle
」
に
よ

っ
て
よ
り
複
雑
な
存
在
に
身
体

・
物
理
的
に

成
長
す
る
だ
け
で
は
な

い
（P
.L
.,
 59
）°

「更
な
る
力
、
更
な
る
明
瞭
さ
、
更
な
る

統
合
、
そ
し
て
更
な
る
共
鳴
」
を
備
え
た

「完
全
性

p
er
fe
ctio
n
」
を
、
つ
ま
り
次

第
に
増
大
す
る

「思
惟
と
推
論
」
を
自
己
生
成
的
に
獲
得
す
る

「機
械
」
で
も
あ

る

（P
.L
.,
 59
）。
延
長
と
し
て
の
物
体

・
身
体
と
思
惟
と
し
て
の
精
神
と
の
間
の

乗
り
越
え
ら
れ
ぬ
厳
密
な
区
分
と
い
う
デ

カ
ル
ト
派
哲
学
の
礎
を
ま
さ
に
脅
か
す

「機
械
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
ほ
ぼ
六
年
後

の
ラ

・
メ
ト
リ
に
よ
る

『人
間
機
械
論
』

（
一
七
四
七
年
）
の
唯
物

論
的
な

「人
間
機
械
」
を
予
告
す
る
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
成
る
程
、
大
理
石
の
彫
像
と
い
う
死
せ
る
物
体
か
ら
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
様
な
思
惟
す
る
生
命
体
に
至
る
に
は

「無
限

の
空
隙

u
n
 v
id
e
 in
fin
i

（P
.L
.,
 58
）」
が
そ
こ
に
あ
る
と
明
言
さ
れ
は
す
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
デ
ラ

ン
ド
は
、
古
代

『変
身
譚
』
以
来
の
ウ
ェ
ヌ
ス
へ
の
彫
像
生
命
化
の
祈
願
を
踏
襲

し
つ
つ
、
彫
像

の
生
動
化
を
む
し
ろ
ウ
ェ
ヌ
ス
に
代
表
さ
れ
る
あ
る
種

の
神
性
に

帰
す

（P
.L
.,
5
7
-5
8
）。
し
か
し
な
が
ら
、
「全

て
は
、
運
動
そ
し
て
諸
部
分
の
配

置
の
大
小
に
依
存
す
る

（P
,L
.,
 58
）」
と
明
言
す
る
デ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
、
こ
の

「空
隙
」
は
決
し
て
超
越
的
存
在

の
介
入
に
よ

っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
は
決
し
て
な

い
。
こ
こ
で
、
彼
に
と

っ
て
、
そ
の

「空
隙
」
を
乗
り
越
え
る
移

行
が
、
超
越
的
な
何
か
が
突
然
に
介
入
す
る

「
飛
躍
 
ess
o
r」
に
よ

っ
て

「
突
然

に
b
r
u
sq
u
e
m
en
t」
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
留

意
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で

「漸
次
的
に
p
a
r
 deg
res
」
展
開
す

べ
き
過
程

つ
ま
り
自
己
生
成
的
過
程
な
の
で
あ
る
。
「言
わ
ば
彼
は
、
自
ら
の
手
に
な
る
彫
像

が
彫
像
で
あ
る
の
を
止
め
、
延
長
的
な
物
質
が
よ
り
完
全
な
あ
る
い
は
少
な
く
と

も
よ
り
完
成
さ
れ
た
状
態
に
移
行
し
、
そ
の
彫
像
が
思
考
を
行
え
る
は
ず
の
好
機

の
瞬
間
を
、
じ

っ
と
監
視
し
て
い
た
。
そ
の
変
化
は
突
然
に
そ
し
て
飛
躍
に
よ

っ

て
成
さ
れ
る
も
の
で
は
無
く
、
漸
次
的
に
次
第

に
そ
し
て
い
つ
の
ま
に
か
の
動
き

に
よ

っ
て
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（P
.L
.,
 59
）」
°
実
は
、
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
の
「神

性
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
様
な

「自
己
生
成
」
的
な
観
点
を
排
除
し
な

い
。
そ
も

そ
も
、
た
と
え
何
ら
か
の

「神
性
」
が
ウ

ェ
ヌ
ス
の
形
で
言
及
さ
れ
る
に
し
て
も
、

「神
」
と
は
世
界
に
そ
の
外
部
か
ら

つ
ま
り
超
越
的
に
働
き
か
け
る
存
在
で
は
も

は
や
あ
り
え
な

い
。
む
し
ろ
、
ウ

ェ
ヌ
ス
に
代
表
さ
れ
る
デ
ラ
ン
ド
的

「神
」
は
、

そ
れ
自
体
が
多
様
に
生
成
変
化
す
る
世
界
と
し
て
内
的
連
続
に
よ

っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
全
体
性
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
も
は
や

「飛
躍
」
は
存
在
し
え
な

い
。

こ
の
意
味

で
、
デ
ラ
ン
ド
の
言
う
ウ

ェ
ヌ
ス
と
は
、

い
わ
ば
古
代

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ

ス
以
来
の
唯
物
論
化
さ
れ
た
ウ
ェ
ヌ
ス
で
あ
り
、
多
様
な

「変
様

m
o
d
ific
a
tio
n

（
＝様
態
m
o
d
u
s）
」
を
生
み
出
す
ス
ピ
ノ
ザ
的
「実
体

su
b
sta
n
ce
」
に
近
い
「全

体

le
 to
u
t
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
こ
れ
ら
全
て
の
存
在
が
全
体
と
い
う
唯

一
の
も

の
の
み
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
全
体
と
言
う
唯

一
な
る
も
の
が
神
、
自
然



そ
し
て
世
界
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
汚中
略
汛
こ
の
全
体
、

つ
ま
り
真
の
存
在
は

あ
ら
ゆ
る
可
能
な
変
様
を
含
ん
で
い
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
（P
.L
.,
 61）」
。
デ
ラ

ン
ド
に
と
っ
て
、
彫
像
の
生
動
化
も
し
く
は
生
命
化
は
、
「
存
在
連
鎖
」
の
連
続
性

が
織
り
成
す
ま
さ
に
か
か
る
唯
物
論
的
な

「全
体
」
の
多
様
な
自
己
生
成
の
中

に

深
く
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
存
在
の
生
動
化
が
実
は

「全

体
」
の
多
様
な
生
成
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
論
点
が
、
次
節
で
検
討
す
る
、

デ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
彫
像

の
心
的
成
長
に
お
け
る

「他
者
」
存
在
の
背
景
を
成
す

こ
と
に
な
ろ
う
。

 

次

に
、
彫
像
の
生
動
化
後

の
心
的
成
長

に
関
わ
る
部
分
を
見
て
行
こ
う
。
こ
の

部
分
が
、
今
し
が
た
確
認
し
た
彫
像
の
生
動
化
に
お
け
る
デ
ラ
ン
ド
の
唯
物
論
的

立
場
と
、
不
可
分
で
あ
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
。
ま
ず
前
提
と
な
る
べ
き
は
、
彫

像
の
生
動
化

の
根
拠
で
も
あ

っ
た
反
デ
カ

ル
ト
的
な
、
物
質

・
身
体
か
ら
精
神

へ

の
移
行
の
連
続
性
で
あ
る
。
既
に
見
た
様

に
、
こ
の
連
続
性
は
い
か
な
る
「
飛
躍
」

も
許
容
し
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
、
た
と
え
物
か

ら
生
命
体

へ
と
移
行
し
て
も
、
そ
の
生
命
体
は
そ
の
次
に
理
知
的
な

「思
惟
や
推

論

p
e
n
se
e
 et
 ra
is
o
n
n
em
e
n
t」
を
突
如

と
し
て
つ
ま
り

「飛
躍
」
に
よ

っ
て
賦

与
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
彫
像
が
生
命
化
し
た
後
、
そ
の
彼
女
は

「思
惟
」
を
最
初
か
ら
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
準
備
段
階
を
経
ね

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
ま
ず
身
体
が
な
し
う
る

「運
動

m
o
u
v
e
m
e
n
t」
の
全
て

の
段
階
を
順
を
追

っ
て
体
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「運
動
と
は
物
質
が
か
つ
て
の
思

考
し
な
い
状
態
か
ら
思
考
す
る
も
の
に
な
る
た
め
に
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
中
継
点

な
の
だ
か
ら
、
彫
像
は
身
体
が
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
運
動
を
少
し
ず

つ
必
ず
獲
得
せ

ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

（P
.L
.,
 60）
」。
成
る
程
、
そ
れ
で
も

「思
惟
」
は
、
デ
ラ
ン

ド
に
と

っ
て
非
常

に
早
い
段
階
か
ら
生
じ

る
様
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
後
の
コ

ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
達
の
世
代
が
、
周
到

に

「思
惟
」
の
到
来
を
身
体
感
覚
の
充
分
な

展
開
の
末

に
そ
し
て
言
語
獲
得
の
過
程
の
中
に
慎
重
に
位
置
付
け
た
の
と
は
、
か

な
り
の
違

い
が
あ
る
。
事
実
、
彫
像
だ

っ
た
女
性
に
、
こ
れ
ら
の
身
体
運
動
の
獲

得
の
す
ぐ
後
、
「
思
惟
」
が
あ
た
か
も

「暗

闇
の
夜
に
き
ら
り
と
光
る
突
然
の

一
筋

の
光
明
」
の
様
に
彼
女
の
発
す
る
最
初
の
言
葉
と
と
も
に
訪
れ
は
す
る
。
「
こ
れ
ら

全
て
の
準
備
段
階

の
後
、
真

っ
暗
な
夜
に
き
ら
り
と
光
る
突
然
の

一
筋

の
光
明
の

様
に
、
思
惟
が
声
を
あ
げ
る
。
も
は
や
彫
像
で
な
い
こ
の
彫
像
は
思
惟
し
そ
し
て

同
時
に
大
き
な
声
を
あ
げ
た
の
で
あ

っ
た
（P
.L
.,
 60）
」。
し
か
し
、
注
意
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
が
、
彼
女
が
獲
得
し
た
の
は
、
デ
カ
ル
ト
的
に
既
に
完
成
さ
れ
た
明
晰

・

判
明
な

「観
念

ide
e」
を
も
ち
う
る

「
思
惟
」
で
は
決
し
て
な

い
。
む
し
ろ
、
そ

れ
は
、
「何
と
混
然
と
し
た
観
念
が
私
の
心
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う

（P
.L
.,
 60
）
」
と
彼
女
が
言
う
通
り
、
漠
然
と
し
た
未
だ
不
完
全
な

「観

念
」
の
み
か
ら
成
る

「思
惟
」
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
自
ら
の
存
在

に
つ
い

て
そ
れ
を
理
知
的
に
把
握
す
る
と
言
う
よ
り
そ
の
存
在

の
事
実
を

「感
じ
る
」
こ

と
し
か
で
き
ぬ
、
ま
さ
に
身
体
・感
覚
的
な

「思
惟
」
な
の
で
あ
る
。
「私

に
判
る

こ
と
す
べ
て
、
私
に
知
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
は
、
私
が
存
在
す
る
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
私
が
存
在
す
る
の
を
私
が
感
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
し
か

あ
り
ま
せ
ん
（P
.L
.,
 60
）」
。
無
論
、
こ
こ
に
は
、
し
ば
し
唯
物
論
的
方
向
性
さ
え

示
し
つ
つ
デ
カ
ル
ト
的
生
得
観
念
説
を
批
判
し
た
ロ
ッ
ク
が
主
張
し
た
の
と
ほ
ぼ

同
じ
感
覚
論
的
論
点
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
斯
様
な
あ
る
種

き
わ
め
て

ロ
ッ
ク
に
近

い
感
覚
論
的
立
場
は
、
デ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
大
き
く
以
下

の
二
つ
の
形
で
反
映
さ
れ
る
。
第

一
に
、
人
間
の
心
の
生
成
の
出
発
点

の
モ
デ
ル

と
し
て
の
デ
ラ
ン
ド
の
彫
像
は
ま
さ
に
「子
供

e
n
fa
n
t」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
（P
.

L
.,
 59
;
6
2
-3
）。
確
か
に
、
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
が
発
し
た
、
「思
考
し
感
じ
る
こ
と

を
始
め
た
最
初
の
瞬
間

の
私
は
如
何
な
る
も
の
だ

っ
た
の
か

（P
.L
.,
 58
）
」
と
い

う
問

い
へ
の
答
え
は
、
産

み
落
と
さ
れ
た
ば
か
り
の
意
識
と
感
覚
を
持
ち
始
め
た

「
子
供
」
で
も
あ
り
え
よ
う
。
事
実
、
身
体

・
感
覚
的
な

「思
惟
」
の
み
を
も

つ

「
子
供
」
こ
そ
は
、
生
得
観
念
を
欠

い
た

ロ
ッ
ク
的
な

「タ
ブ
ラ
ラ
サ
」
と
し
て

人
間
精
神
の
生
成
の
出
発
点
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ゲ

ス
ラ
ー
が

正
当
に
も
指
摘
す
る
通
り
、
精
神

の
発
展
に
と

っ
て
デ
ラ
ン
ド
は

（
コ
ン
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
が
や
が
て
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
）、

ロ
ッ
ク
的
な
「
反
省

re
fle
x
io
n
」概

念
を
、
「感
覚
」
と
と
も
に
重
視
す
る
。
「ま
ず
、
彼
ら
は
自
ら
の
感
官
を
通
し
て

こ
れ
ら
の
観
念
と
認
識
を
受
け
取
る
。
彼
ら
は
見
、
聞
き
、
触
れ
る
、

つ
ま
り
感

じ
る
の
で
あ
る
。
汚中
略
汛
彼
ら
は
つ
い
に
は
自
分
で
垣
間
見
た
こ
と
と
人
か
ら
彼



ら
が
教
わ

っ
た
こ
と
と
を
自
ら
結
び
付
け

る
。
ま
さ
に
こ
れ
が
反
省
の
成
果
で
あ

る
（P
.L
.,
 62
）
」。
こ
れ
ら
二
点
か
ら
も
充
分
垣
間
見
ら
れ
る
ロ
ッ
ク
的
感
覚
論
の

前
提

に
基
づ
き
つ
つ
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
彫
像

で
あ

っ
た
女
性

に
次
々
に
教
育
を
施
し
て
行
く
。
こ
の

一
種
の
感
覚
論
的
教
育
は
、
「
想
起
」
、
「愛
」

に
代
表
さ
れ
る

「快
」
、
「睡
眠
」、
「目
覚

め
」
、
「食
欲
」、
「味
覚
」
の
順
で
進
行

す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
こ
の
哲
学
的

小
話
の
最
後
を
飾
る
彼
女
と
ピ
ュ
グ

マ

リ
オ
ン
の
結
婚

へ
と
至
る
。
「彫
像
」
で
あ

っ
た
彼
女

の
精
神
的
成
熟
が
よ
り
完
成

さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

 
以
上

の
様
に
概
観
さ
れ
る
、
彫
像
の
生

動
化
と
そ
の
後
の
心
的
成
長
で
示
さ
れ

る
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
思
想
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
少
な
か
ら
ぬ
研
究
者
が

そ
の
先
駆
的
意
義
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
こ
に
は
ラ

・
メ
ト
リ
や
デ
ィ
ド

ロ
の
唯

物
論
そ
し
て

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

の
感
覚
論

を
予
告
す
る
も
の
が
確
実
に
存
在
す

る
。
し
か
し
、
本
論
が
何
よ
り
も
強
調
し
た
い
の
は
、
生
動
化
し
た
彫
像
の
心
的

生
成
で
顕
在
化
す
る
、
未
だ
我
々
が
検
討

し
て
い
な

い
も
う

一
つ
の
よ
り
決
定
的

な
契
機
の
存
在
で
あ
る
。
実
は
、
彫
像
の
傍
ら
に
位
置
す
る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の

存
在
自
体
も
ま
た
ま
さ
に
こ
の
契
機
と
の
関
連
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
デ
ィ
ド

ロ
や

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
ら

へ
の
影
響
の
真
の
在
り
処
も
こ
こ
に

存
す
る
の
で
あ
る
。

 
 

第
三
節
 
彫
像
に
対
す
る
「他
者
」
た
る
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
の
「自
己
」
の
「生
成
」
も
し
く
は
「再
生
」

 
本
節
で
我
々
は
、
彫
像
の
心
的
生
成
に
お
け
る
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
を
含
め
た
「自

己
」
と

「他
者
」
の
位
相

の
交
錯
を
集
中
的
に
分
析
し
た
い
。
予
め
付
言
す
る
な

ら
、
オ
ウ
ィ
デ

ィ
ウ
ス
以
来
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
彫
像
の
制
作
者
で
あ
る
だ
け

で
な
く
彫
像
の

（お
そ
ら
く
は
そ
の
最
初

の
そ
し
て
特
権
的
な
）
鑑
賞
者

・
観
察

者
で
も
あ
る
。
無
論
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
作
品
制
作
者

に
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
特

に
デ
ラ
ン
ド
の
場
合
で
は
彫
像
の
制
作
者
と
し
て
よ
り
も
そ
の
鑑
賞
者

・
観
察
者

と
し
て
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
大
き
な
意
味
が
込
め
ら
れ
る
。
実
は
、
当
時

の
芸

術
論
的
言
説
も
ま
た
、
卓
越
し
公
的
保
護
を
う
け
る
べ
き
卓
越
し
た
彫
刻
家
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
生
命
化
後

の
彫
像
と
そ
の
特
権
的
観
察
者

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
の
力
動
的
関
係
に
よ
り
深
く
関
わ

っ
て
い
た
。
デ
ラ
ン
ド
に

お
い
て
、
彫
像
の
精
神
生
成
の
哲
学
的
記
述
が
こ
の
芸
術
論
的
言
説
と
独
自
に
関

連
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
彫
像
と

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
互
い
の

「自
己
」
と

「他
者
」
の
位
相
が
深
く
交
錯
し

つ
つ

生
成
も
し
く
は
再
生
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
も
そ
も
、
既
に
彫
像

の
生
動
化
を
巡
る
デ
ラ
ン
ド
の
唯
物
論
的
立
場
を
検
討

す
る
際
に
確
認
し
た
こ
と
を
こ
こ
で
再
び
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。
死
せ
る
大
理

石
か
ら
生
命
体
そ
し
て
感
覚
し
思
惟
す
る
存
在

へ
の
移
行
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を

包
含
す
る

「全
体
」
の
多
様
な
変
様
と
し
て
、
世
界
に
内
属
し
つ
つ
そ
の
不
可
分

な

一
部
を
成
し
て
い
た

（P
.L
.,
 61
）。

つ
ま
り
、
彫
像

の
人
間
化
そ
し
て
生
命
化

は
決
し
て
弧
絶
し
た
現
象
で
は
な
く
、
常

に
何
ら
か
の

「外
」
の
よ
り
大
き
な

「全

体
」
と
の
連
関

の
内

で
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
彫

像
に
、
二
人
の
い
る
庭
の

「
あ
ず
ま
家

s
a
lo
n
」
の

「限
界
」
が

「世
界

の
限
界

le
s

b
o
rn
e
s
 de
 l'u
n
iv
e
rs」
で
は
な
い
と
し
た
上
で
告
げ
る
。
「我
々
は
存
在
す
る
も

の
の
中
の
最
小

の
部
分
に
過
ぎ
な

い

（P
.L
.,
 61
）」
。
こ
の
外
の
よ
り
大
い
な
る

「全
体
」
と
の
関
連
が
、
ま
さ
に
生
動
化
後
の
心
的
生
成
に
お
い
て

「他
者
」
の

介
在
と
言
う
形
で
実
は
常
に
根
底
で
機
能
し
て
行
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

 
そ
れ
で
は
、
よ
り
具
体
的

に
彫
像
の
心
的
成
長
を
巡
る
デ
ラ
ン
ド
の
立
場
を
注

意
深
く
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
「他
者
」
と
し
て
の
教
育
者
、
そ
し
て
よ
り
多

数
の

「他
者
」
が
構
成
す
る

「社
会
」

へ
と
、
そ
の
心
的
生
成
が
連
な
る
べ
き
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。
我
々
は
先

に
、
デ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

ロ
ッ
ク
的
な
感
覚
論
的

観
点
を
、
第

一
に
彫
像
が
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る

「子
供
」
と
い
う
発
生

モ
デ
ル
、
第

二
に

「
反
省
」
概
念
と
い
う
、
二

つ
の
観
点
で
概
観
し
た
。
実
は
、
そ
も
そ
も
こ

れ
ら
二
つ
の
観
点

に
は
既
に

「他
者
」
の
介
在
が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
前
提
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て

「反
省
」
は
、
「タ
ブ
ラ
ラ
サ
」

た
る

「
子
供
」
の
精
神

の
中
で
最
初
か
ら
機
能
す
る
心
的
能
力
で
は
な
い
。
他
者

か
ら
の
教
育

に
よ

っ
て
初

め
て
覚
醒
す
る
能

力
と
し
て
記
述

さ
れ
る

（p
,L
.,
 

62
）
。
他
の
人
間

の
世
界
と
の
接
触
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

「子
供
」
の
身
体
感
覚
の



み
に
依
る
自
己
生
成
の
み
で
は
、
心
的
生
成
が

「
反
省
」
を
伴
う
よ
り
知
的
な
「
思

惟
」
に
は
決
し
て
進
展
し
な

い
と
明
言
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
「他
の

人
間
達
と
の
付
き
合

い
が
な
け
れ
ば
子
供

は
決
し
て
精
神
の
幼
少
期
か
ら
抜
け
出

す
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
し
、
大
理
石
以
上

に
殆
ど
思
惟
を
行
う
こ
と
も
な
く
、
何

も
も
し
く
は
殆
ど
何
も
知
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う

（P
.L
., 6
2
-6
3
）」
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
は
信
頼
し
う
る

「他
者
」
た
る
大
人
達
に
よ
る
「
子

供
」
へ
の

「教
育
」
の
必
然
性
の
主
張
で
も
あ
る
。
「良
い
教
育
が
ど
れ
ほ
ど
観
念

と
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（P
.L
.,
 63
）」
。
無
論
、
こ
れ
は
彫
像

に
対
す
る
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
位
置
付
け

に
も
大
き
く
関
係
す
る
。
「子
供
」
と
し

て
の

「彫
像
」
の
女
性
に
対
す
る
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
は
、
か
か
る

「
教
育
」
を

施
す

「他
者
」
で
あ
り
、
彼
女
の
心
的
生
成

に
と

っ
て
の
不
可
欠
の
存
在
に
他
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
「彫
像
」
と

「他
者
」
と
の
関
わ
り
は
単
に
彼
女
と
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ
ン
と
の
関
係

に
自
足
す
る
こ
と
に
は
終
わ
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
の
関
わ
り

は
、
彼
ら
の
い
る

「庭

の
あ
ず
ま
家
」

の

「
外
」

へ
と
確
実
に
連
な

っ
て
行
か
ね

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
彫
像
」
は
、
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う
最

初

の

「
他
者
」
と
し
て
の

「教
育
者
」
を
介
し
て
、
更
な
る
他
者
と
の

「社
交
」

へ
と
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
ま
た
デ
ラ
ン
ド
は
、
「不
安

in
q
u
ie
-

tu
d
e」
そ
し
て

「倦
怠

e
n
n
u
i」

の
力
学

に
基
づ
く

「社
交
性
」
の
必
然
性
を
主
張

せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
成
る
程
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
彫
像
は
庭
の

「あ
ず
ま

家
」
で
密
か
に
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、
二
人
の
隔
離
さ
れ
た
幸
福
は
、

デ
ラ
ン
ド
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
永
続
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

「静
か
な
幸
福
、
証
人
の
欠

い
た
味
あ
わ
れ
る
幸
福
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
あ
く
も

の
と
な
る
。
人
は
幸
福
に
な
り
た
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
不
安

を
伴
い
つ
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
自

ら
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
他
人
が
知
り
、

そ
し
て
彼
ら
他
人
が
そ
れ
に
嫉
妬
を
覚
え
る
こ
と
を
望
む
の
で
あ
る

（P
.L
.,
 67
-

8
）
」。
事
実
、
彫
像
は

「何
ら
か
の
倦
怠

q
u
e
lq
u
e
 en
n
u
i」
を
示
す
よ
う
に
な
る

（P
.L
.,
 68
）。
こ
れ
に
気
付

い
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
「社
交
界
の
付
き
合
い
le

c
o
m
m
e
rc
e
 du
 m
on
d
e」
の
内

へ
と
彫
像
を
導
く
時
期
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
。
「彼

は
、
庭
の
こ
の
あ
ず
ま
家
を
去
り
、
愛
す
る
彫
像
を
世
間
と
の
付
き
合

い
に
馴
染

ま
せ
る
時
が
来
た
こ
と
を
し

っ
か
り
と
了
解
し
た
の
だ

っ
た
（P
.L
.,
 67
）」
。
か
く

し
て
、
こ
の
哲
学
的
小
話
の
最
後
を
飾
る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
彫
像
の
結
婚
は
、

単
な
る
挿
話
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
常
に
個
々
の
人
間
の
心
的
生
成
が
実

は

「他
者
」
と
の
繋
が
り
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
デ
ラ
ン
ド
の
基
本
的
立
場
が

齎
す
必
然
的
帰
結
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「親
密
な
公
共
圏
」
た
る
私
的

な
小
さ
な

「社
会
」

に
向
か
う
彫
像
の
心
的
生
成

の
方
向
性
に
は
、
多
様
な
る
生

成
の

「全
体
」
に
個
々
の
変
様
が
参
与
し
つ
つ
組

み
込
ま
れ
る
と
い
う
デ
ラ
ン
ド

の
唯
物
論
が
前
提
と
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

 
実
は
、
こ
こ
に
き
て
我
々
は
、
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の

同
時
代
の
芸
術
上
の
言
説
と
の
よ
り
深
い
連
続
性
を
前
に
し
て
い
る
と
敢
え
て
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
既
に
我
々
は
十
八
世
紀
仏

の
あ
る
特
殊
な
音
楽
舞
踊
劇

の

ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
検
証
し
た
別
の
論
考
に
お
い
て
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
十
八
世
紀
仏
の
芸
術
的
言
説
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
天
才
芸

術
家
と
そ
の
公
的
保
護
の
物
語
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
か
か
る
芸
術
の
公

共
性
の
根
拠
た
る
芸
術

に
よ
る

「社
交
性
」
の
物
語
と
し
て
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
も
ま
た
、
当
時
の
芸
術

上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の

「社
交
性
」
と
い
う
核
心
を
と
も
に
共
有
し
て
い

た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
興
味
深

い
の
は
、
当
時
の
芸
術
上
の
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
と
深
く
通
低
し
う
る

「社
交
性
」
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
、

彫
像
と
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の

「自
己
」
と

「他
者
」
の
微
妙
な
位
相

の
関
係
が
よ

り
デ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
意
識
さ
れ
う
る
可
能
性
で
あ
る
。
今
迄
我
々
が
確
認
し
て

き
た
様
な
、
「彫
像
」
の
作
者
た
る
卓
越
し
た

「
芸
術
家
」
そ
し
て

「哲
学
者
」
と

し
て
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う
観
点
か
ら
は
こ
の
可
能
性
は
見
え
て
こ
な
い
。

更
に
言
え
ば
実
は
、
そ
れ
は
彫
像
を
指
導
し

「社
交
性
」

へ
と
導
く

（彫
像
に
対

し
て
常

に
）
優
越
し
た

「教
育
者
」
と
い
う
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の

「他
者
」
と
し

て
の
単
純
な
位
相
の
み
で
も
捉
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
当

時

の
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
と

っ
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う
「
芸

術
家
」
が
彫
像
に
対
し
て
優
越
し
た

「他
者
」
で
あ
る
だ
け
で
な
い
こ
と
に
符
合

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
古
代
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
以
来
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ



ズ
ム
に
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
自
身
に
よ
る

「他
者
」
と
し
て
の
女
性
の
伴
侶

の

受
容
そ
し
て
彼
自
身
の
社
会

へ
の
実
質
的
な
回
帰
と

い
う
論
点
が
関
わ

っ
て
い

た
。
事
実
、
こ
の
論
点
を
、
十
八
世
紀
仏

の
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
は
、

天
才
的
芸
術
家
の
公
的
保
護
を
巡
る
言
説

と
調
停
さ
せ
つ
つ
、
現
実
世
界
の
社
交

性
の
根
拠

に
結
び
付
け
る
こ
と
で
更
に
発

展
さ
せ
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ

同
じ
こ
と
が
実
は
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
も
言
え
る
。
デ
ラ
ン
ド

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
も
ま
た
、

一
度
は
現
実

の
女
性
と
い
う

「他
者
」

に
失
望
し

女
性
像
さ
え
作
ろ
う
と
は
し
な
い

（P
.L
.,
 53
-4）
°
彼
も
ま
た
、
自
ら
の
真
の
伴

侶
と
し
て
の
「他
者
」
を
拒
絶
し
た
存
在
な

の
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
、
愛

の
神
ウ

ェ

ヌ
ス
と
い
う
絶
世
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
自

ら
の
彫
像
を
契
機
に
、
彼
女
と
と
も
に

真
実
の
社
会
と
他
者
と
の
繋
が
り
を
取
り
戻
す
、
も
し
く
は
よ
り
強
固
な
も
の
に

す
る
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
そ
こ
に
愛
の
神
ウ

ェ
ヌ
ス
が
重
要
な
形
で
介
在
す
る

の
に
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
ま
だ
残
存

し
て
い
た
古
代
ウ

ェ
ヌ
ス
崇
拝

の
契
機

と
は
別
の
、
既
に
述

べ
た
様
な
デ
ラ
ン
ド
的
唯
物
論
に
特
有

の
含
意
が
あ
ろ
う
。

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
が
再
び
女
性
と
い
う

「他
者
」
と
し
て
結
ば
れ

「社
交
性
」
の

内

に
彼
女
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
、
個

々
の
生
成
を
互

い
に
繋
ぐ
こ
の
「全
体
」

の
体
現
者
が
求
め
る
理
論
的
必
然
で
も
あ
り
え
よ
う
。
か
く
し
て
、
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
は
、
単

に
彫
像
に
対
す
る
そ
の
製
作
者
た
る

「彫
刻
家
」
や

「哲
学
者
」
そ

し
て

「教
育
者
」
と

い
う
優
越
し
た

「他
者
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な

い
。
む
し

ろ
、
そ
の

「
彫
像
」
を
自
ら
に
と

っ
て
の
特
別

の

「他
者
」
と
し
て
受
け
入
れ
、

「自
己
」
の
本
来
の

「全
体
」

へ
の
参
与
を
確
認
し
て
行
く
存
在
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。
言
わ
ば
、
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
、
当
時
の
芸
術

上

の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る

「社
交
性
」
と
そ
の
女
像
と
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ
ン
の

「自
己
」
と

「他
者
」
の
微
妙
な
位
相
に
符
合
し
て
い
る
。
よ
り
正
確

に

言
え
ば
、
そ
の
位
相
を
よ
り
思
想
的
な
枠
組
み
に
組
み
込
む
大
き
な
契
機
と
な

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

 
何
よ
り
も
強
調
し
た

い
の
は
、
む
し
ろ
デ
ラ
ン
ド
の
独
自
な
唯
物
論
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
よ

っ
て
、
当
時
の
芸
術

論
的
言
説
で
も
重
要
で
あ

っ
た
以
上
の

微
妙
な
位
相
が
極
め
て
独
自
な
形
で
浮
上
す
る
可
能
性

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
が
、
彫
像
に
と

っ
て
の

「他
者
」
で
あ
り
つ
つ
も
、
そ
の

「
彫
像
」
の
内

に

「自
己
」

の

「生
成
」
も
し
く
は

「再
生
」
を
体
験
す
る
こ
と

に
関
連
す
る
。
成
る
程
、
古
代
の
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
で
は
む
し
ろ
間
接
的
に
そ
し

て
中
世
の
ジ

ャ
ン

・
ド

・
マ
ン
に
お
い
て
は
よ
り
直
接
的
に
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ

ズ
ム
の
内
に
あ
る
種

の

「
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
が
介
在
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
自
己

の
作
品
を
自
ら
の
娘
と
し
て
愛
す
る

（オ
ウ
ィ
デ

ィ
ウ
ス
）
、
も
し
く
は
己
の
技

の

卓
越
さ
を
誇
る

（ジ
ャ
ン
・
ド
・
マ
ン
）、
と
い
っ
た
形
で
の

「自
己
」
と
の
関
係

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
ら
の
音
楽
舞
踊
劇
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
関
し
て
既

に
確
認
し
た
様
に
、
十
八
世
紀
の
芸
術
的
言
説
は
む
し
ろ
そ

こ
に
今
迄
と
は
異
質
な
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の

「自
己
」
の
顕
現
を
見
始
め
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
彫
像
だ
け
で
な
く
自
ら
を
も
新
た
に
社
会
の
内

に
参
入
さ
せ
る
形
で
、
も
う

一
度

「自
己
」
を
社
会
的
に

「再
生
」
さ
せ
て
い
る

と
言

っ
て
も
良
い
。
同
時
代
の
哲
学
者
デ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
こ
の
方
向
は
更
に
、

思
想
的
に
あ
る
種
の
深

い
意
味
合

い
を
独
自
に
帯
び

て
行
く
。
「自
己
」
の
社
会
的

意
味
で
の

「再
生
」
の
み
な
ら
ず
、
「自
己
」
の
根
源
も
し
く
は
生
成
の
発
端
の
姿

が
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
と

っ
て
の

「
他
者
」
と
し
て
の
彫
像
の
う
ち
に
体
験
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
に
と

っ
て
、
彫
像

の
女
性

の
生
命

化
に
伴
う
感
覚
的

「思
惟
」
の
発
生
と
は
、
ま
さ
に
彼
自
身
が
自
問
し
て
い
た
己

の
生
命
的
存
在
そ
し
て
精
神
の
始
ま
り
に
つ
い
て
の
あ
の
疑
問

へ
の
直
接

の
解
答

で
も
あ
る
。
「私
が
思
考
し
感
じ
始
め
た
最
初

の
瞬
間
に
お
い
て
、
私
は
如
何
な
る

も
の
で
あ

っ
た
の
か
（P
.L
.,
 58
）」
。

つ
ま
り
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
ま
さ
に
彫
像

と
と
も
に

「社
交
性
」
の
内

に
再
び
回
帰
す
る
と
同
時
に
、
彼
女

の
内
に

「自
己
」

の
精
神
の
始
ま
り
と
そ
の
後

の
進
展
を
再
び
な
ぞ
る
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
は
、
彫

像

の
内
に

「自
己
」
の
身
体
的

・
精
神
的
誕
生
を
再
発
見
す
る

「
他
者
」
と
い
う

あ
る
特
殊
な
鑑
賞
者
・観
察
者
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
逆
説
的
な
こ
と
に
、
「
彫

像
」
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
も
う

一
つ
の

「自
己
」
と
な
る
、
と
言
う
こ
と
さ
え

で
き
よ
う
。
「彫
像
」
と

「
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
は
、
共

に

「自
己
」
の
起
源
を
再

確
認
し
あ
い
な
が
ら
、
互

い
を
求
め

つ
つ

「社
会
」
と
い
う

「全
体
」

へ
の
道
筋

へ
と
向
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点

こ
そ
が
、
お
そ
ら
く
は
デ
ラ
ン
ド
の
後
の
世
代



が
更
に
発
展
さ
せ
特
に
ル
ソ
ー
に
お
い
て
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
統

合
さ
れ
る
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の

一
つ
の
大
き
な
独
自
性

で
あ

っ
た
。

 
 

第
四
節
 
デ
ラ
ン
ド
の
「彫
像
」
か
ら
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
デ
ィ
ド
ロ
の

「彫
像
」
へ

 

か
か
る
革
新
的
側
面
を
持

つ
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
、

明
示
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
後
の
世
代

に
よ

っ
て
更
に
受
け
継
が
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。
特
に
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
彫
像

の
仮
説
そ
し
て
デ
ィ
ド
ロ
の
唯
物
論
的

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
潜
在

的
な
が
ら
も
無
視
し
え
ぬ
影
響
を
与
え

た
と
思
わ
れ
る
。

 

成
る
程
、
一
七
五
七
年
に
死
を
迎
え
る
晩
年

の
デ
ラ
ン
ド
が
、
必
ず
し
も
、
デ
ィ

ド
ロ
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
含
め
た
当
時

『百
科
全
書
』
に
集

っ
て
い
た
若
い
知

識
人
た
ち
と
直
接
に
良
好
な
関
係
を
保

っ
て
い
な
か
っ
た
感
は
あ
る
。
事
実
、
積

極
的
に
晩
年

の
デ
ラ
ン
ド
を
支
持
し
た

の
は
、
反
百
科
全
書
派
の
論
客
で
あ
り
『文

芸
年
鑑
』
の
名
高
い
編
集
者

フ
レ
ロ
ン
ら

の

一
派
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
呼
応
す
る

か
の
様
に
、

フ
レ
ロ
ン
ら
に
対
立
す
る
百
科
全
書
派
側
の
晩
年
の
デ
ラ
ン
ド

へ
の

評
価
も
ま
た
、
む
し
ろ
冷
淡
で
あ

っ
た
様

に
見
え
る
。
事
実
、
デ
ラ
ン
ド
自
身
が

彼
ら
百
科
全
書
派
を
晩
年
あ
ま
り
快
く
思

っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
と
す
る
と
、
デ
ラ
ン
ド
は

一
世
代
後

の
進
歩
的
知
識
人
達
と
は
対
立
す
る
陣

営
に
属
し
、
ま
た
彼
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
も
、
彼

の
唯
物
論
同
様
に
、

彼
ら
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

必
ず
し
も
常

に
デ
ラ
ン
ド
と
百
科
全
書
派
ら
当
時
の
知
識
人
達
と
の
関
係
が
否
定

的
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
デ
ラ
ン
ド
は
同
時
代
の
進
歩
的
知
識

人
達
と
幅
広
く
交
流
し
て
い
た
。
デ
ラ
ン
ド
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
唯
物

論
者
の
モ
ー
ペ
ル
チ

ュ
イ
と
も
プ

ロ
イ
セ
ン
の
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
を
介
し
て
接
触

を
持

っ
て
い
た
。
ま
た
、
実
は
デ
ィ
ド

ロ
と
も
明
示
的
に
対
立
す
る
関
係
に
あ

っ

た
わ
け
で
も
必
ず
し
も
無

い
。
事
実
、
『
盲
者
に
つ
い
て
の
書
簡
』
を
機
に
デ

ィ
ド

ロ
が
ヴ
ァ
ン
セ
ン
ヌ
に
投
獄
さ
れ
た
時
、
デ
ラ
ン
ド
は
彼

の
も
と
を
訪
れ
る
程

デ
ィ
ド

ロ
に
親
近
感
を
持

っ
て
い
た
。
最
後
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
デ
ラ
ン
ド

は
晩
年
よ
く
通

っ
た
ク
ロ
ワ

・
デ

・
プ
テ
ィ

・
シ
ャ
ン
通
り
に
あ
る
ド
イ
ツ
風
カ

フ
ェ
の
女
主
人
ブ

レ
ッ
ト
と
親
交
を
結
ん
で
い
た
。
そ
の
ブ
レ
ッ
ト
は
、
デ
ラ
ン

ド
の

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』
を
彼
の
他
の
著
作
と
と
も
に
賞
賛
す
る
彼
宛

の
手
紙

を
書

い
た
程
で
あ

っ
た
が
、
彼
女
は
ル
ソ
ー
の
友
人
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
言

う
ま
で
も
な
く
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
彼
ら
デ
ィ
ド
ロ
と
特
に
ル
ソ
ー
と
極
め
て

親
し
い
関
係
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
デ
ラ
ン
ド
に
全
く
直
接
に
言
及
し
な
い
デ
ィ

ド
ロ
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
そ
し
て
ル
ソ
ー
で
さ
え
、
何
ら
か
の
形
で
デ
ラ
ン
ド
の

著
作
ま
た
は
彼
の

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』
に
直
接

に
接
し
た
可
能
性
さ
え
否
定
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

 
事
実
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
そ
し
て
デ
ィ
ド

ロ
に
と

っ
て
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
参
照
項

に
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
論
点
が
極
め
て
先
鋭
的

な
か
た
ち
で
見
え
て
来
る
。

 
ま
ず
は
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
か
ら
見
て
行
こ
う
。
彼
の
『感
覚
論
』

（
一
七
五
四

年
）
に
お
け
る

「彫
像
」
の
仮
説
は
、
感
覚

の
漸
次
的
な
内
的
展
開
に
よ
る
人
間

に
と

っ
て
の
最
低
限
の
認
識
能
力
の
獲
得
を
証
す
思
考
実
験

に
と

っ
て
不
可
欠

の

前
提

で
あ
る
。
こ
の

「
彫
像
」
は
、
大
人
の
人
間
と
同
じ
肉
体
能
力
を
も
ち
な
が

ら
も
未
だ
如
何
な
る
感
官
も
行
使
さ
れ
な

い
状
態

に
最
初

は
あ
る
と
想
定
さ
れ

る
、
人
間
精
神
の
仮
説
上
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
こ
の

「彫
像
」
が
、

一
つ
一

つ
の
感
官
を
順
次
行
使
し
、
次
に
そ
れ
ら
の
感
官
を
組
み
合
わ
せ
、
最
終
的
に
は

あ
る
程
度
の
認
識
能
力
を
獲
得
す
る
思
考
実
験
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

成
る
程
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
の

「
彫
像
」
に
影
響
を
与
え
た
先
行
例
と
し
て
、
デ

ラ
ン
ド
以
外
に
も
数
多
く
の
も
の
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
我
々
が
特

に

注
目
し
た

い
の
は
無
論
、
デ
ラ
ン
ド
の

『ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』

の

「彫
像
」
が
コ

ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の

「彫
像
」
に
深
く
交
錯
す
る
可
能
性
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
デ
ラ

ン
ド
以
外
の
先
行
例
で
は
、
「彫
像
」
そ
れ
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
に

一
貫
し
て

は
出

て
こ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ラ
ン
ド
そ
し
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
で
は
ま

さ
に

「
彫
像
」
そ
れ
自
体
が
重
要
で
あ
り
続
け
る
ば
か
り
か
、
「彫
像
」
が
感
覚
論

的
観
点
か
ら
教
育
を
施
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
基
本
線
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
確

か



に
、
デ
ラ
ン
ド
と
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
二
人
に
は

「彫
像
」
を
巡

っ
て
無
視
で
き

ぬ
根
本
的
な
三

つ
の
差
異
が
あ
る
。
ま
ず
、
デ
ィ
ド

ロ
と
違
い
唯
物
論
的
観
点
を

最
終
的
に
否
定
す
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
と

っ
て
、
問
題
と
な
る
の
は

「彫
像
」

の
生
動
化
そ
れ
自
体
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
生
動
化
後
の
感
官
の
行
使
と
そ
れ
に

よ
る
精
神

の
漸
次
的
な
自
己
生
成

に
こ
そ
、
「彫
像
」
の
思
考
実
験

の
意
義
が
限
定

さ
れ
る
。
次

に
、
デ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

「
彫
像
」
が
う
ら
若
き
女
性

で
あ

っ
た
の

に
対
し
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の

「彫
像
」

は
そ
の
性
別
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な

い
。
最
後

に
、
デ
ラ
ン
ド
の

「
彫
像
」
に
は
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う
随
伴
者
が

い
た
の
に
対
し
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の

「
彫
像
」
は
か
か
る
随
伴
者
を
明
示
的
に

一
切
欠

い
て
い
る
。
『感
覚
論
』
の
作
者

は
、
「彫
像
」
が
自
ら
の
感
覚

の
自
発
的

な
内
的
生
成

の
み
で
必
要
最
低
限
の
認
識
能
力
を
獲
得
で
き
る
こ
と
を
証
そ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
差
異
に
も
拘
ら
ず
、
む
し
ろ

「
彫

像
」
を
巡
る
デ
ラ
ン
ド
か
ら

コ
ン
デ
ィ
ヤ

ッ
ク

へ
の
発
展
的
な
連
続
性
を
指
摘
す

る
の
は
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
ず
第

一
の
差
異
に
つ
い
て
は
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

が
デ
ラ
ン
ド
で
は
不
可
分
で
あ

っ
た
生
動

化
と
生
動
化
後

の
二
つ
の
過
程
の
う
ち

特
に
二
つ
目
の
過
程
を
巡
る
思
索
を
深
化

さ
せ
た
と
い
う
言
い
方
も
十
分
に
で
き

よ
う
。
第

二
と
第
三
の
差
異
に
関
し
て
も
実
は
、
「彫
像
」
の

「女
性
性
」
が
潜
在

的
に
し
ろ
含
意
さ
れ
る
と
考
え
う
る
余
地

が
あ
る
と
同
時

に
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク

を
隠
さ
れ
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

 
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
デ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
確
認
で
き
た
、
「
彫
像
」
に

対
峙
す
る

「他
者
」
た
る

「
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
が
彼
女
の
内
に

「自
己
」
の
理

想
的
生
成
を
追
体
験
す
る
と
い
う
方
向
性

が
、
あ
る
意
味

で
徹
底
化
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『感
覚
論
』
の
読
者
達

の
存
在
に
も
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
彼

ら
が
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
同
様
に
「彫
像
」
の
特
権
的
な
観
察
者

・

鑑
賞
者
と
い
う

「
他
者
」
の
位
置
に
い
な
が
ら
、
そ
の

「彫
像
」
の
内

に
彼
ら
の

「自
己
」
の
生
成
を
な
ぞ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
丁
度
、
コ
ン
デ
ィ

ヤ

ッ
ク
が
自
ら
の

『感
覚
論
』
を
要
約
し
た
文
章
を
読
ま
せ
聞
か
せ
た
パ
ル
マ
公

国
の
王
子
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
と
同
じ
様

に
。
事
実
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
読
者

に
向

っ
て
次
の
様

に
言
う
。
「
ま
さ
し
く
彫
像

の
立
場
に
自
ら
を
置
く
こ
と
が
非
常

に
重
要
な
の
で
あ
る
」
。
さ
て
、
デ
ラ
ン
ド
そ
し
て
コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
、

「
彫
像
」
は
生
命
化
し
も
は
や

「彫
像
」
で
な
く
な

っ
た
後
も
、
「彫
像
」
と
呼
ば

れ
続
け
な
が
ら
精
神
の
成
長
を
遂
げ
て
行
く
。
彼
ら
に
と

っ
て
、
生
命
化
後

の
過

程

に
お
い
て
も
言
わ
ば

「
彫
像
」
の
制
作
は
終
わ
ら
ず
、
単
に
外
面
だ
け
で
な
く

内
面
に
お
い
て
も
よ
り
完
成
さ
れ
た
存
在

へ
と

「彫
像
」
は
制
作
さ
れ
続
け
る
と

も
言
え
る
。
事
実
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
は
、
こ
の
著
作
の
最
終
部
に
お
い
て

「彫

像
」

の
感
覚
論
的
精
神
生
成
を
更
な
る

「彫
刻
」

の
過
程
に
な
ぞ
ら
え
る
。
し
か

し
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
、
い
ま
や
そ
れ
は

「彫
刻
家
」
と
な

っ
た

「彫

像
」
で
も
あ
る
。
「体
験
と
反
省
が
彼
ら

汚感
覚
か
ら
出
発
し
て
精
神
を
形
成
し
て

行
く
人
間
達
汛
に
対
す
る
関
係
は
、
形
を
成
し
て
い
な
い
石
の
中

に
完
全
な
彫
像

を
見
出
す
彫
刻
家

の
手
の
内

に
お
け
る
鑿
が
持

つ
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
鑿
を
彼
ら

汚上
記
の
人
間
達
汛
が
あ
や

つ
る
技
に
従

っ
て
、
彼
ら
は
自
ら
の

感
覚
か
ら
新
た
な
光
と
新
た
な
快
が
生
ま
れ
で
る
の
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
」
。
己
自
身
を
よ
り
完
成
さ
れ
た

「彫
像
」
へ
と
彫
り
上
げ
て
行
く

べ
き

「
彫
刻

家
」
と
し
て
の
こ
れ
ら
の

「人
間
達
」、
こ
こ
に
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
た
る
コ
ン
デ
ィ

ヤ
ッ
ク
だ
け
で
な
く

『感
覚
論
』
の
読
者
達
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
換

言
す
れ
ば
、
『感
覚
論
』
に
お
い
て

「ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
た
る
読
者
達
は
著
者

の

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
を
も
含
め
、
己
の

「自
己
」
を
彫
刻
し
制
作
し
て
行
く

「彫
像
」

自
身

へ
と
確
実

に
変
貌
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
は
ま
た
、
デ
ラ

ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
が
既
に
示
し
て
い
た
方
向
性
で
も
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
が
こ
の
著
作
で
こ
の

「社
会
的

空
間
」
も
し
く
は

「自
己
」
と

「他
者
」
と
が
織
り
成
す
よ
り
大
き
な

「全
体
」

へ
の
意
識
を
デ
ラ
ン
ド
よ
り
も
遥
か
に
後
退
さ
せ
て
い
る
点
は
指
摘
し
て
お
き
た

い
。

 
む
し
ろ
、
こ
の

「全
体
」
と
の
関
連
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム

に
お
い
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
。
デ
ィ
ド

ロ
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
巡
る
本
格
的
検
討
は
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
と
デ
ィ
ド
ロ
の
興
味
深
い

関
係

に
焦
点
を
当

て
る
別

の
論
考
に
譲
り
た
い
が
、
デ
ィ
ド

ロ
と
デ
ラ
ン
ド
の
関

係
で
は
ま
ず
以
下
の
点
が
重
様

で
あ
る
。
『
一
七
六
三
年
の
サ

ロ
ン
』
で
の

「
ピ

ュ



グ

マ
リ
オ
ン
群
像
」
の
作
者
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
超
絶
し
た
技
を
賞
賛
す
る
デ
ィ
ド
ロ

の
言
説
の
背
後

に
示
唆
さ
れ
る
唯
物
論
思
想
で
あ
る
。
そ
こ
で
彫
刻
者
フ
ァ
ル
コ

ネ
は
神
々
に
反
抗
し
人
間
に
知
恵
を
与
え
た
英
雄

「プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
」
に
喩
え
ら

れ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
既
に
述

べ
た
様
な
神
に
並
ば
ん
と
す
る
近
代
の
天
才
芸
術

家
の
姿
を
語
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
ィ
ド

ロ
は
、
百
科
全
書
派
の
哲
学

者
と
深

い
同
盟
関
係
に
あ

っ
た
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
背
後
に
、
同
じ
く
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス

の
ご
と
く
宗
教
的
権
威
に
反
抗
す
る

『百
科
全
書
』
に
集
結
し
た
啓
蒙
的

「哲
学

者
」
の
姿
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
哲
学
的
プ

ロ
メ
テ
ウ
ス
が
よ
る
べ
き
思

想
的
立
場

こ
そ
が
、
デ
ラ
ン
ド
と
同
様
に
、
超
越
的
な
神
の
介
在
を
否
定
し
物
質

的

・
感
覚
的
存
在
た
る
人
間
の
内
的
生
成
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
唯
物
論
哲
学
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
事
実
、

『ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
（デ
ィ
ド

ロ
と
ダ

ラ
ン
ベ
ー
ル
と
の
対
話
）
』
の
中
で
、
フ
ァ
ル
コ
ネ
の
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ
ン
群
像
に
言

及
し

つ
つ
確
か
に
デ

ィ
ド

ロ
は
自
ら
の
唯
物
論
的
世
界
観
を
語
る
。
「
（ダ
ラ
ン

ベ
ー
ル
）
人
間
と
彫
像
の
間
、
大
理
石
と
肉
と
の
間
に
君
が
ど
ん
な
差
異
を
置

い

て
い
る
の
か
を
教
え
て
い
た
だ
け
な
い
か
ね
。
（デ
ィ
ド
ロ
）殆
ど
置

い
て
な
い
よ
。

肉
体
で
大
理
石
が
で
き
る
し
、
大
理
石
で
肉
体
が
作
れ
る
の
さ
」
。
確
か
に
、
「
フ
ァ

ル
コ
ネ
の
傑
作
」
た
る

「彫
像
」
は

一
度
粉
々
に
砕
か
れ
る
に
せ
よ
、
生
物

に
よ

る
栄
養
摂
取

の
連
鎖
の
中
で
や
が
て
生
体

の

一
部
に
な
り
精
神
的
存
在

へ
と
移
行

す
る
。
そ
し
て
デ

ィ
ド

ロ
は
こ
こ
で
、
デ

ラ
ン
ド
以
上
に
自
ら
の
唯
物
論
的
立
場

を
徹
底
さ
せ
る
あ
る
根
本
的
な
原
理
を
導
入
す
る
。
無
生
物
か
ら
精
神
を
備
え
た

人
間
に
ま
で
至
る
そ
の
過
程
全
体
を
貫
く
原
理
と
し
て
の
「感
受
性

se
n
sib
ilite
」

で
あ
る
。
「
（ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
）
汚中
略
汛
君
が
そ
の
代
り
に
置
い
て
い
る
あ
の
感
受

性
と
い
う
も
の
に
し
て
も
結
局
と
こ
ろ
、
も
し
も
そ
れ
が
物
質
の

一
般
的
で
本
質

的
な
性
質
だ
と
す
れ
ば
、
き

っ
と
石
だ

っ
て
感
じ
る
こ
と
に
な
る
筈
だ
よ
。
（デ
ィ

ド
ロ
）
そ
う
で
何
故
い
け
な
い
の
か
ね
」
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
デ
ラ
ン
ド
的
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ

ニ
ズ
ム
の
唯
物
論
を
、
無
生
物
か
ら
生
物
そ
し
て
精
神
的
存
在

へ
の
移
行
を

「感
受
性
」
の
自
己
生
成
と
い
う
形
で
徹
底
的
に

一
元
化
し
た
と
も
言
え
る
。
し

か
し
、
デ
ラ
ン
ド
の
か
か
る
唯
物
論
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
か
ら
の
影
響
関
係

で
特

に
注
目
し
た
い
論
点
は
、
更
に
こ
の

「感
受
性
」
と

い
う
語

の
根
本
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
デ

ィ
ド
ロ
の
使

っ
た
こ
の

「感
受
性
」
と

い
う
言
葉

の

持

つ
基
本
的
含
意
に
立
ち
戻

っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
外
界
も
し
く
は
他
の
人
間
存

在
に
対
し
て
、
そ
し
て
特

に
異
性
に
対
し
て
「感
じ
易
い
se
n
sib
le
」
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な

い
。
そ
も
そ
も

『変
身
譚
』
以
来
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
物
語
は
、

同
書
所
収
の

「
ウ

ェ
ル
ト
ゥ
ム
ヌ
ス
と
ポ
モ
ナ
」
の
そ
れ
と
同
様
、
異
性
の
愛
を

拒
否
し
た
者
た
ち
が
そ
の
愛
を
受
け
入
れ
そ
の
感
情
を

「感
じ
う
る
」
存
在

へ
と

変
身
す
る
物
語
な
の
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
以
前
の
論
考
で
証
し
た
十
八
世
紀

仏
の
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る

「社
会
性
」
の
起

源
こ
そ
が
、
か
か
る

「他
者
」

へ
の

「感
じ
易
さ
」
を
前
提
と
す
る
の
は
言
う
ま

で
も
あ
る
ま
い
。
さ
て
、
前
節
の
分
析
か
ら
、
デ
ラ
ン
ド
が
他
者
の
愛
を
受
け
入

れ
う
る

「感
じ
易
い
」
存
在

へ
と
変
身
す
る
物
語
と
し
て
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム

を
独
自

に
展
開
し
た
こ
と
は
疑
い
様
が
な

い
。
何
よ
り
も
そ
こ
で
は

「
彫
像
」
の

「自
己
」
の
生
成
に
お
け
る
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
言
う

「他
者
」
の
位
相
が
極
め

て
重
要
な
意
義
を
担

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
デ
ィ
ド

ロ
の
唯
物

論
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
も
ま
た
、
「感
受
性
」
と
い
う
統

一
概
念
を
通
し
て
、

デ
ラ
ン
ド
の
場
合
と
同
様
に
、
「社
会
結
合
」
の
位
相
も
含
め

「自
己
」
と

「他
者
」

と
の
交
錯
す
る
関
係
を
深
く
内
包
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
論
で
は
詳
細
な
検
討

の
余
地
は
な
い
が
、
特
に
以
下
の
二
つ
の
論
点
が
そ
の
糸
口
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第

一
に

『
一
七
六
三
年
の
サ
ロ
ン
』
で
の
ピ
ュ
グ

マ

リ
オ
ン
の
手
を
彫
像

に
結
び
付

け
触
覚
的
相
互
性
を
示
唆
す
る
デ
ィ
ド

ロ
の
提

案
、
第
二
に
デ
ィ
ド
ロ
的
唯
物
論
が
含
意
す
べ
き
存
在

の
全
体
性

へ
の
感
応
の
契

機
と

「感
受
性
」
と
の
関
連
で
あ
る
。

 

か
く
し
て
、
た
と
え
デ
ラ
ン
ド

へ
の
直
接

の
言
及
が
な

い
に
せ
よ
、

コ
ン
デ

ィ

ヤ
ッ
ク
そ
し
て
デ
ィ
ド

ロ
ら
の
哲
学
的
言
説
に
お
い
て
何
ら
か
の
デ

ラ
ン
ド

の

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と
の
連
続
性
を
確
認
す
る
の
は
不
可
能
で
は
な
い
。

コ
ン

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
デ
ィ
ド
ロ
は
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
方
向
性
を

そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
的
立
場
か
ら
更
に
独
自

に
深
化
さ
せ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。



 
 

結

 

 
語

 
デ
ラ
ン
ド
は
、
唯
物
論
哲
学
者
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
当
時
の
芸
術
的
言
説
の

枠
組

み
の
中
で
受
容
さ
れ
て

い
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ

ム
と
歩
調
を
合
わ
せ

つ

つ
、
そ
こ
に
独
自

の
視
点
を
齎
し
た
。
確

か
に
、
デ
ラ
ン
ド
に
と

っ
て
ピ

ュ
グ

マ

リ
オ
ン
は
公
的
庇
護
を
受
け
る
べ
き
卓
越

し
た
芸
術
家

で
あ
り
、
単
な
る
職
人
で

は
も
は
や
な

い
教
養
を
身
に

つ
け
た
言
わ
ば
哲
学
的

「オ
ネ

ッ
ト
ム
」
と
な

っ
て

い
た
。
そ
の
意
味

で
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
、
公
的
な
卓

越
し
た
精
神
的
存
在
と
し
て
の
芸
術
家

の
新
た
な
定
式
化
と
不
可
分
で
あ

っ
た
十

八
世
紀
仏
の
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と
軌
を

一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、

む
し
ろ
彼
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ニ
ズ

ム
の
独
自
性
は
、
彫
像

の
生
動
化
と
心

的
生
成
を
中
心
に
自
ら
の
唯
物
論
思
想

の
根
幹
を
語
る
こ
と
で
、
「彫
像
」
と
「
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
」
の
関
係
を
革
新
し
た
こ
と

に
あ
る
。
既
に
十
八
世
紀
の
芸
術
上
の

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
も
ま
た
、
十
九
世
紀
的
芸
術
観
に
容
易
に
は
回
収
さ
れ
え

ぬ
独
自
な
側
面
と
し
て
、
彼
ら
二
人
の
男
女
が
現
実
の
社
会
結
合
の

「生
」

へ
と

導
か
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
デ
ラ
ン
ド
は
、
ド

・
ラ

・
モ
ッ
ト
ら
の
音
楽

舞
踊
劇
の
そ
れ
に
典
型
的
に
示
さ
れ
た
こ
の
側
面
を
、
「
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
と
「彫

像
」
が
と
も
に
関
わ
る
べ
き

「自
己
」
の
身
体

・
精
神
的
生
成

の
起
源
と
し
て
先

鋭
化
さ
せ
た
と
言

っ
て
も
良

い
。
特

に
、

「彫
像
」
に
対
す
る

「他
者
」
た
る
特
異

な
観
察
者

・鑑
賞
者
で
あ
る

「ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
は
、
「彫
像
」
の
う
ち
に

「自

己
」
の
身
体
・精
神
の
生
成
の
起
源
を
再
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「彫
像
」

も
ま
た

「自
己
」
の
か
か
る
生
成
を

「
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
の
言
葉
と
教
え
に
よ

っ

て
言
わ
ば
反
省
す
る
形
で
、
意
識
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
ら

は
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の

「自
己
」
の
起
源

を
確
認
し
た
後
、
よ
り
大
き
な

「全
体
」

す
な
わ
ち

「社
会
結
合
」
の

「生
」
の
中

へ
と
理
想
的
に
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
、
後
の
世
代

の
哲
学
的

言
説

の
中
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自

に
受
け
継

が
れ
た
と
言

っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

コ

ン
デ

ィ
ヤ
ッ
ク
の

「彫
像
」

の
仮
説
は
、

デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
と

の
重
大
な
差
異
を
示
し

つ
つ
も
、
そ
こ
に
デ
ラ
ン
ド
と
の
あ
る
種
の
連
続
性
を
示

し
て
い
た
。
特
に
、
潜
在
的
な
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
た
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
自
身
そ

し
て
読
者
を
含
め
た

「彫
像
」

の
鑑
賞
者
達

の
そ
の

「彫
像
」

へ
の

「自
己
」
の

同
化
を
大
き
な
基
本
点

と
し
て
デ
ラ
ン
ド
の
方
向
性
を
押
し
進
め
た
と
も
言
え

る
。
デ
ィ
ド

ロ
も
ま
た
、
デ
ラ
ン
ド
よ
り
も
は
る
か
に
徹
底
し
た
自
ら
の
唯
物
論

思
想
を
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
ま

つ
わ
る
言
説
の
中
に
組
み
込
ん
で
い
た
。
そ

し
て

「他
者
」

に
感
応
す
る
能
力
で
も
あ
る

「感
受
性
」
と
い
う
根
本
原
理
を
通

じ
て
、
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
お
け
る

「社
会
」
と

「全
体
」

へ

の
結
合
の
方
向
性
を
も
内
包
し
て
い
た
。
デ
ラ
ン
ド
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
は
、

ま
さ
し
く
後
の
世
代
に
と
っ
て
先
駆
的
役
割
を
果
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
が
最
後
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
デ
ラ
ン
ド
が
言
わ
ば
創

始
し
た
こ
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
が
ル
ソ
ー
に
お
い
て
初
め
て
本
格
的

に
芸
術
上
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
へ
と
統
合
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。
何
故
な

ら
ば
、
ル
ソ
ー
が
デ
ラ
ン
ド
以
来
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
を
、
彼
自
身

の
芸
術
創
作
と
作
品
の
享
受
の
在
り
方
そ
れ
自
体
に
力
動
的
に
関
わ
ら
せ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
音
楽
劇
の
鑑
賞
者
た
ち
は
、
パ
リ
に
擬
せ
ら
れ
た
テ

ュ
ロ
ス
の
栄

華
に
背
を
向
け
制
作
を
行
う
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
う
ち
に
ル
ソ
ー
の
姿
を
重
ね
合

わ
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
彫
像
」
た
る

「ガ
ラ
テ
」
に
ル
ソ
ー
そ
の
人
の
作

品
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
垣
間
見
た
筈

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
、
ル
ソ
ー

が
彼
の
鑑
賞
者

・
読
者
達
に
あ
て
た
自
ら
の
作
品
の
享
受
を
巡
る

一
つ
の
明
確
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
に
お

け
る

「彫
像
」
も
し
く
は

「ガ
ラ
テ
」
を
巡
る
位
相
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
オ

ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
以
上
に
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の

『感
覚
論
』
の

「
彫
像
」
の
仮
説
か

ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
時

に
ま
た
、

ル
ソ
ー
は
コ
ン
デ
ィ

ヤ

ッ
ク
の

「彫
像
」
の
仮
説
を
介
し
て
デ
ラ
ン
ド
の
哲
学
的
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ

ム
の
流
れ
を
受
け
継

い
で
い
る
と
い
う
可
能
性
も
や
は
り
生
じ
て
も
来
よ
う
。
事

実
、

ル
ソ
ー
に
と

っ
て

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
場
合
と
同
様
に
、

い
や
む
し
ろ
直
接

に
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
物
語
で
あ
る
だ
け
遥
か
に
明
確
に
、
「ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」

は

「
自
己
」
の
存
在
を

「彫
像
」
た
る

「
ガ
ラ
テ
」
の
内
に
求
め
る
。
「
い
つ
ま
で



も
ガ
ラ
テ
と
は
別
の
存
在
で
あ

っ
て
、
ガ
ラ
テ
に
な
り
た
い
と
い
つ
も
思

っ
て
い

る
」
。
ま
た
は
、
「彼
女
に
私
の
生
の
半
分
を
与
え
る
の
だ
。
必
要
な
ら
ば
全
部
を

与
え
る
が
よ
い
。
彼
女
の
中
で
生
き
る
こ
と
で
私

に
は
十
分
な
の
だ
か
ら
」。
し
か

し
、

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
も
と
よ
り
デ
ラ

ン
ド
と
も
全
く
異
な
る
新
た
な
側
面
を

ル
ソ
ー
は
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
と
言

っ
て
良

い
。
ま
ず
は
、
ス
タ

ロ
バ
ン
ス
キ
が

主
張
す
る
様
に
、
「
ガ
ラ
テ
」
も
ま
た
何
よ
り
も

「私
」
つ
ま
り

「自
己
」
を
ピ

ュ

グ

マ
リ
オ
ン
と
い
う

「他
者
」
を
前

に
、
自
ら
の
精
神
の
生
成
の
始
ま
り
に
即
座

に
意
識
す
る
こ
と
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
る
。
事
実
、
も
は
や
感
覚
論
的
な
漸
次
的

な
精
神
の
生
成
そ
れ
自
体
は
背
後
に
退
き
、
「自
己
」
の
発
生
と
そ
の
再
認
が
大
き

く
前
面
に
出
て
来
る
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
が

「彫
像
」
の

「ガ
ラ
テ
」
の
内
に

「自

己
」
を
再
認
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
が

「
ガ
ラ
テ
」

に
対
し
て
そ
う
で
あ

っ
た
の
と
同
じ
く
、

「
ガ
ラ
テ
」も
ま
た
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の

内
に

「自
己
」
を
見

い
だ
す
も
し
く
は
再

認
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
（ガ
ラ

テ
は
自
分

に
手
で
触
れ
言
う
。）
私
。
汚中
略
汛

（ガ
ラ
テ
は
数
歩
進
み

一
つ
の
大
理

石
に
触
れ
る
）
こ
れ
は
も
う
私
で
は
な
い
。
汚中
略
汛

（ガ
ラ
テ
た
め
息
と
と
も
に
）

（ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
か
ら
抱
擁
と
接
吻
を
受
け
て
い
る
状
態
で
）
あ
あ
。
ま
た
こ

れ
も
私
」
。
こ
こ
に
は
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
ガ
ラ
テ
の
両
者
が
互
い
に

「他
者
」

で
あ
り

つ
つ
互
い
の
内

に

「自
己
」
を
見
出
す
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
あ
る
特
殊
な

結
合
が
語
ら
れ
る
と
言

っ
て
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
忘
れ
ず
に
こ
こ

で
指
摘
す

べ
き
は
、
ま
さ
に
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
ガ
ラ
テ
の
か
か
る
特
殊
な

「自

己
」
の
交
錯
の
場
が
、

ル
ソ
ー
と
い
う
類

い
稀
な
創
作
者
と
そ
の
作
品
そ
し
て
そ

れ
を
受
容
す
る
読
者
・鑑
賞
者
達

の
関
係

に
深
く
関
わ
る
可
能
性
で
あ
る
。
無
論
、

デ
ラ
ン
ド
そ
し
て
特
に
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク

の
場
合

の
様
な
、
生
動
化
し
た
「彫
像
」

（「
ガ
ラ
テ
」
）

へ
の
自
己
同

一
化
が
そ
の
ま
ま
彼
ら

（そ
し
て
彼
女
ら
）
読
者

・

鑑
賞
者

に
お
い
て
見

い
だ
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
確

か
に
、
ガ
ラ
テ
そ

し
て
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
の
み
の
間
で
し
か
、
「他
者
」
に

「自
己
」
を
見

い
だ
す
こ

と
が
問
題
に
な

っ
て
い
な
い
様
に
も
思
え

る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
『新

エ
ロ
イ
ー
ズ
』

の
主
人
公
達

に
自
ら
の
素
朴
な

「自
己
」
を
発
見
し
共
感
し
た
で
あ
ろ
う
ル
ソ
ー

の
読
者
達
を
考
え
る
な
ら
ば
、
事
態
は
そ
う
簡
単
で
は
あ
る
ま

い
。
興
味
深

い
こ

と
に
、
『新

エ
ロ
イ
ー
ズ
』
を
そ
の
女
主
人
公

「ジ

ュ
リ
」
の
名
で
呼
び

つ
つ
、
作

者
ル
ソ
ー
は
そ
の
執
筆

と
清
書
の
た
め
に
夢
中
に
な

っ
た
自
分
の
姿
を
ま
る
で

「も
う

一
人
の
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ン
」
で
あ

っ
た
と
述
べ
る
。
本
格
的
な
検
討
は
別

の
論
考
に
委
ね
た
い
が
、
む
し
ろ
、
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
と
ガ
ラ
テ
の
か
か
る
交
錯

の
中
で
、
彼
ら
は
確
か
に
作
者
ル
ソ
ー
と
そ
の
作
品
と
の
芸
術
的
享
受
の
独
自
な

在
り
方
を
読
み
取

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
作
者

の

「自
己
」
が
作
品
の

「自
己
」
と
交
錯
す
る
と
同
時

に
、
こ
の
交
錯
の
場

に
鑑
賞
者
も
し
く
は
読
者
達

の

「自
己
」
と
の
間
に
あ
る
種
の
共
鳴
を
齎
す
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
無
論
、

し
か
し
そ
れ
は
ま
た
、
既

に
デ
ラ
ン
ド
が
示
唆
し
た
、
「ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
」
の
「彫

像
」

へ
の
同

一
化
そ
し
て
彼
ら
二
人
が
よ
り
大
き
な

「全
体
」

へ
と
繋
が
る
思
想

的
方
向
性
を
ル
ソ
ー
が
自
ら
の
芸
術
観

に
独
自
に
結
実
さ
せ
た
結
果
で
も
あ
る
。

デ
ラ
ン
ド
に
始
ま
る
哲
学
的
ピ
ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
の
流
れ
は
、
ル
ソ
ー
の
音
楽

劇

『
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ
ン
』
の
内
で

一
つ
の
興
味
深
い
帰
結
を
確
か
に
見
い
だ
す
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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tio
n
n
a
ire
 d
e
s
 L
u
m
ie
res
,
 ed
.

 

 

p
a
r
 M

.
D
E
L
O
N
,
 P
a
r
is
,
 P
.U
.F
.,
 19
9
7
;
 S
T
R
I
C
K
L
E
N

,
 JR
.,
 ar
t.
 cit.
;

 

 

A
.
 T

H
O
M

S
O
N
,
 ≪L
e
 p
h
ilo
s
o
p
h
e
 e
t
 la
 s
o
c
ie
te
≫
,
 S
tu
d
ies
 o
n
 V
o
la
tire

 

 

a
n
d
 th
e
 e
ig
h
te
e
n
th
 ce
n
tu
ry
,
 1
9
0
,
 19
8
0
。

（9

） 

拙

論

、

「
舞

踊

的

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

に

お

け

る

「
生

と

し

て

の

芸

術

」

 

 

ー

ド

・
ラ

・
モ

ッ

ト

ら

に

よ

る

十

八

世

紀

音

楽

舞

踊

劇

の
あ

る

系

譜

を

巡

っ

て

 

 

ー

」
、

『紀

要

』
、

早

稲

田

大

学

第

一
文

学

部

感

性

文

化

研

究

所

、

二

〇

〇

四

（印

 

 

刷

予

定

）
。

（
10

） 

デ

ラ

ン

ド

の

べ

ー

ル

に

対

す

る

評

価

に

つ

い

て

は

例

え

ば

以

下

の
指

摘

を

参

 

 

 

の

こ

と

。

P
.
R
E
T
A
T

,
 L
e
 D
ic
tio
n
n
a
ire
 d
e
 B
a
y
le
 e
t
 la
 lu
tte
 p
h
ilo
so
-

 

 
p
h
iq
u
e
 a
u
 X

V
I
IIe
 sie
c
le,
 P
a
ris
,
 L
e
s
 B
e
lle
s
 L
e
t
tr
e
s
,
 19
7
1
,
 pp
.8
0
-8
2
.

 

 
但

し

、

レ

タ

は

デ

ラ

ン

ド

の

一
七

一
二
年

と

一
七

一
五

年

の

二

つ

の
著

作

に

つ

 

 

い

て

の

み
触

れ

て

い
る

が

、

デ

ラ

ン

ド

は

自

ら

の
哲

学

史

上

の

著

作

（
『
哲

学

の

 

 
批

判

的

歴

史

』

初

版

一
七

三

七

年

）

を

書

く

際

に

か

な

り

ベ

ー

ル

を

参

照

し

て

 

 

い
る

（例

え

ば

ス
ピ

ノ

ザ

に
関

す

る

記

述

な

ど

）
。

（
11

） 

べ

ー

ル

の
十

八

世

紀

の

哲

学

者

達

に
与

え

た

影

響

に

つ

い

て

も

、

先

に
挙

げ

 

 

た

レ
タ

の

研

究

を

参

照

の

こ

と

。

R
E
T
A
T
,
 ib
id
.

（
12

） 

P
.
B
A
Y

L
E
,
 D
ictio
n
n
a
i
re
 h
is
to
r
iq
u
e
 et
 c
r
itiq
u
e,
 a
r
t.
 ≪P
y
g
m
a
lio
n
,

 

 
r
o
i
 d
e
 C
y
p
r
e
≫,
 l
le
m
e
 e
d
.
,
 P
a
r
is
,
 18
2
0
-4
,
 t.
 X
I
I,
 p
.7
3
 e
t
 su
r
to
u
t
 p
.7
4

 

 

（n
o
te
 B
）.
 
本

論

で

は

、
参

照

の
簡

便

さ

か

ら

こ

の

十

九

世

紀

の
版

を

使

っ
た

。

 

 

尚

、

本

文

で
触

れ

た

こ

の

部

分

の
記

述

は

キ

ュ
プ

ロ

ス

と

テ

ュ

ロ

ス

の

ピ

ュ
グ

 

 

マ
リ

オ

ン

の

二

つ

の

項

目

の
記

述

そ

れ

自

体

と

共

に
、

初

版

（
一
六

九

六

）

に

 

 

は

含

ま

れ

て

い

な

い

が

、

少

な

く

と

も

既

に

一
七

二

〇

年

版

（3
e
m

e
 
e
d
.,

 

 

R
o
t
te
r
d
a
m
,
 ch
e
z
 M

.
B
o
h
m
,
 1
7
2
0
,
 4v
o
1.,
 t.
 II
I,
 p
.2
2
9
7
）

の

版

に

は

含

 

 

ま

れ

て

い

る

。

ま

た

、

既

に
公

表

し

た

拙

論

に

お

い

て

は

、

こ

の

二

つ

の
ピ

ュ

 

 
グ

マ
リ

オ

ン

の

項

目

が

現

わ

れ

た

の

を

少

な

く

と

も

一
七

三

〇

年

の

版

（A
m

-

 

 
s
te
r
d
a
m
,
 ch
e
z
 P
.
 B
ru
n
e
l）
と

し

て

い

た

が

（拙

論

、
「
近

世

前

の

二

つ

の
ピ

ュ

 

 
グ

マ
リ

オ

ン

に

お

け

る

「
技

」

と

「
愛

」
」
、

『紀

要

』
、

群

馬

県

立

女

子

大

学

文

 

 

学

部

、

二

五

号

、

二

〇

〇

三

、

頁

（註

8

）
）
、

こ

れ

を

訂

正

し

て

お

き

た

い

。

（13

）
 

I
b
id
.,
 p
.7
4
.

（14
）
 

但

し

、

べ

ー

ル

は

、

オ

ウ

ィ

デ

ィ

ウ

ス

が

「
パ

フ

ォ

ス

の
英

雄

」

と

い
う

言

 

 

い
方

で

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

の
王

と

し

て

の

地

位

を

暗

示

し

た

こ

と

を

認

め

て

は

 

 

い

る

。

I
b
id
.,
p
.7
4
.

（15
） 

I
b
id
.,
p
.7
3
.
 
そ

し

て
、

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

に
よ

る

彫

刻

の

「
技

」
の

み

な

ら

 

 
ず

そ

の
女

像

の

見

事

さ

に

つ

い

て
も

全

く

言

及

さ

れ

な

い
。

（16

）

J
.-B
.
 D
U
B
O
S
,
 R
ef
lex
io
n
s
 
c
r
itiq
u
e
s
 
s
u
r
 
la
 
p
o
e
sie
 
e
t
 
su
r
 
la

 

 
p
e
in
tu
re
 (p
re
m
ie
r
e
 e
d
.,
 1
7
1
9
),
 P
a
ris
,
 c
h
e
z
 P
is
s
o
t
,
 1
7
7
0
,
 t.
 I,
 p
.4

 

 
 (p
a
r
t
.
 I).

（17

） 

こ

の

時

代

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

は
当

時

の

「哲

学

者

」

の
位

相

が

深

く

絡

む

 

 

こ

の

「
教

育

」

的

側

面

か

ら

も

捉

え

て

お

く

必

要

が

あ

る
。

事

実

、

十

八

世

紀

 

 
後

半

以

後

の

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

で

は

、

伝

統

の

因

襲

 

 

に

よ

る

無

知

蒙

昧

の
闇

か

ら

啓

蒙

的

な

知

識

人

の

男

性

の
方

へ
と

歩

み

寄

る

女

 

 
像

が

目

覚

め

た

進

歩

的

女

性

の
姿

で
語

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

M

.
C
.

M

A
R
-

 

T
I
N
E
Z
.
 P
y
g
n
a
lio
n
's
 
Im

ag
e
:
 O
v
id
, 
s
c
u
lp
tu
re
,
 a
n
d
 
W
o
m
e
n
's

 

 
P
o
e
try
,
 1
7
7
0
-1
8
8
0
,
 D
is
s
.
 Ar
e
s
.
 to
 Y
a
le
 U
n
iv
.,
 19
9
9
.
 
無

論

こ

れ

は

、

 

 

バ

ー

ナ

ー

ド

・
シ

ョ
ー

の

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
』

に

お

け

る

ヒ

ギ

ン

ズ

に

よ

っ

 

 

て

よ

り

上

流

の
教

養

社

会

に

入

る

た

め

に

発

音

の

矯

正

教

育

を

受

け

る

イ

ラ

イ



 

 

ザ

の

物

語

の
前

提

に

な

る

も

の

で

も

あ

る

。

シ

ョ
ー

の

こ

の
演

劇

台

本

の

ピ

ュ

 

 

グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

に

つ

い
て

は

、

当

時

の
英

米

社

会

の
女

性

の

文

化

的

表

象

な

 

 

ど

を

含

め

た

よ

り

広

い
文

脈

を

も

視

野

に

入

れ

た

以

下

の

研

究

を

参

照

の

こ

 

 

と

。

小

野

俊

太

郎

、

『ピ

グ

マ
リ

オ

ン

・
コ
ン

プ

レ

ッ

ク

ス

：
プ

リ

テ

ィ

・
ウ

ー

 

 

マ

ン

の

系

譜

』
、

東

京

、

あ

り

な

書

房

、

一
九

九

七

年

。

（18

）
 

V
o
ir
 D
.
D
ID
E
R
O
T
,
 S
a
lo
n
 
d
e
 1
7
6
3
,
 (E
u
v
re
 s

co
m
p
le
tes
,
 P
a
r
is
,

 

 

H
e
r
m
a
n
n
,
 t.
 X
III
,
p
.4
1
0
.

無

論

こ

こ

に

は

、

本

論

で

も

第

四

節

で

触

れ

る

 

 

こ

と

に

な

る

、

デ

ィ
ド

ロ
が

後

の

『ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

と

の

対

話

』

で

明

か

に

す

 

 

る

唯

物

論

的

観

点

か

ら

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

へ
の
彼

の
関

心

が

関

係

し

て

 

 

く

る

。

（19

）
 

デ

ラ

ン
ド

の
特

に
海

軍

時

代

に

つ

い

て

は

、
マ
カ

リ

の

指

摘

を

参

照

の

こ

と

。

 

 

M

A
C
A
R
Y
,
 ib
id
.,
 p
p
.1
9
-2
6
.

（20

） 

こ

の

デ

ィ

ド

ロ
の

『
百

科

全

書

』

に

お

け

る

デ

ラ

ン

ド

の
著

作

の

影

響

（あ

 

 

る

い

は

盗

用

）
に

つ

い

て

は

、

カ

ー

の

以

下

の
研

究

を

参

照

の

こ

と
。

C
A
R
R
,

 

 

≪
D
e
s
la
n
d
e
s
 a
n
d
 t
h
e
 E
n
cy
c
lo
p
ed
ie≫
,
 F
r
e
n
ch
 S
tu
d
ie
s,
 1
6
（2
）,
1
9
6
2
.

（21

） 

A
.
D
E
N
E
Y
S
-T
U
N
N
E
Y
, 
≪
L
e
 
r
o
m
a
n
 
d
e
 
la
 
m

a
t
ie
r
e
 
d
a
p
s

 

 

P
y
g
m
a
lio
n
 o
u
 la
 S
ta
tu
e
 a
n
im
e
e
 (1
7
4
1
)
 d'A
.-F
.
 B
o
u
re
a
u
-D
e
s
la
n
d
e
s
≫,

 

 

E
tr
e
 m
a
te
ria
lis
te
 a
 
l
'ag
e
 d
e
s
 L
u
m

ie
re
s,
 e
d
.,
 p
a
r
 B
.
 F
IN
K
 
e
tc
.,

 

 

P
a
r
is
,
 P
.U
.F
.,
 19
9
9
,
 p
p
.9
3
-9
4
.

（
22

） 

G
E
IS
S
L
E
R
,
 o
u
v
r.
 cit.,
 p
.9
1
;
 M

A
C
A
R
Y
,
 o
u
v
r
.
 
c
it.,
 p
.6
7
.

（
23

） 

P
e
r
e
 Y
v
e
s
 V
A

L
O
IS
,
 E
n
tr
etien
s
 su
r
 le
s
 v
e
rite
s
 fo
n
d
a
m
e
n
ta
le
s
 d
e

 

 

la
 r
e
lig
io
n
,
 L
a
 R
o
c
h
e
lle
,
 17
4
7
,
 p
.9

（c
ite
 d
a
n
s
 G
E
IS
S
L
E
R
,
 ib
id
.,
 p
.

 

 

9
2
）.

（
24

） 

M

A
C
A
R
Y
,
 ou
v
r
.
 
c
it.,
 p
a
rt
.II,
 ch
.
 V
.

ほ

ぼ

同

じ

立

場

か

ら

ゲ

ス

ラ

ー

 

 

も

ま

た

、

こ

の
哲

学

的

小

話

を

極

め

て

重

要

視

し

て

い

る

（彼

に

よ

る
次

の
研

 

 

究

書

の

例

え

ば

七

八

頁

を

参

照

の

こ

と

）
。

G
E
IS
S
L
E
R
,
 
o
u
v
r.
 cit.,
 
c
h
.

 

 
≪
S
k
iz
z
e
 e
in
e
s
 m

a
te
r
ia
lis
tis
c
h
e
n
 W

e
ltb
ild
e
s≫
.

（25
）
 

R
.
 D
E
S
C
A
R
T
E
S
,
 T
ra
ite
 d
e
 l
'H
o
m

m
e,
（E
u
v
r
es
 p
h
ilo
s
op
h
iq
u
es
 d
e

 

 

D
e
sc
a
r
te
s,
 P
a
r
is
,
 G
a
r
n
ie
r
,
 19
6
3
,
 t.I.
 
例

え
ば

冒

頭

の
方

の

以

下

の

指

摘

 

 

を

参

照

の

こ

と
。

≪
J
e
 s
u
p
p
o
se
 q
u
e
 le
 c
o
rp
s
 n
'e
s
t
 a
u
tr
e
 c
h
o
s
e
 q
u
'u
n
e

 

 

st
a
tu
e
 o
u
 m

a
c
h
in
e
 d
e
 te
r
r
e
,
 q
u
e
 D
ie
u
 fo
r
m
e
 t
o
u
t
 e
x
p
r
e
s
,
 p
o
u
r
 la

 

 

re
n
d
r
e
 la
 p
lu
s
 se
m
b
la
b
le
 a
 n
o
u
s
 q
u
'il
 es
t
 p
o
s
sib
le
:
 e
n
 s
o
r
t
 e

q
u
e
,

 

 

n
o
n
 s
e
u
le
m
e
n
t
 il
 lu
i
 d
o
n
n
e
 a
u
 d
e
h
o
r
s
 la
 c
o
u
le
u
r
 e
t
 la
 fig
u
r
e
 d
e

 

 

to
n
s
 n
o
s
 m

e
m
b
r
e
s
,
 m

a
is
 a
u
ss
i
 q
u
'il
 m
e
t
 a
u
 d
e
d
a
n
s
 to
u
te
s
 le
s

 

 

p
ie
c
e
s
 q
u
i
 so
n
t
 re
q
u
ise
s
 p
o
u
r
 fa
ir
e
 q
u
'e
lle
 m
a
rc
h
e
,
 qu
'e
lle
 m

a
n
g
e
,

 

 

q
u
'e
lle
 r
e
s
p
ir
e
,
 et
 e
n
f
in
 q
u
'e
lle
 im
ite
 to
u
te
s
 c
e
lle
s
 d
e
 n
o
s
 fo
n
c
tio
n
s

 

 

q
u
i
 p
e
u
v
e
n
t
 e
tr
e
 im

a
g
in
e
e
s
 p
r
o
c
e
d
e
r
 d
e
 la
 m

a
tie
re
,
 et
 n
e
 d
e
p
e
n
d
r
e

 

 

q
u
e
 d
e
 la
 d
isp
o
sitio
n
 d
e
s
 o
rg
a
n
e
s
.
（ib
id
.,
 p
.l
）≫

（
26

）
 

こ

こ

に

、

研

究

者

の

ド

ゥ

ネ

ー

・
テ

ユ
ネ

ー

（D
E
N
E
Y
S
-T
U
N
N
E
Y
,
 ar
t.

 

 

c
it.,
 pp
.9
8-
9
9
.）

ら

が

指

摘

す

る
様

な

、

ガ

ッ

サ

ン

デ

ィ

に

よ

る

デ

カ

ル

ト

の

 

 

物

質

観

・
機

械

論

批

判

へ
の

デ

ラ

ン

ド

の

共

感

も

し

く

は
デ

ラ

ン

ド

の

「
自

然

 

 

誌

」

的

な

立

場

（デ

ラ

ン
ド

に

は

、

R
ec
u
e
il
 
d
e
 
d
iff
e
re
n
ts
 
tr
a
ite
s
 
d
e

 

 
p
h
y
siq
u
e
 e
t
 d
'h
isto
ire
 n
a
tu
r
e
lle,
 17
3
6
と

い
う

著

作

が

あ

る

。
）

な

ど

が

絡

 

 

ん

で

来

る

の

は
確

実

で

あ

ろ

う

。

（
27

） 

D
E
N
E
Y
S
-T
U
N

N
E
Y
,
 ib
id
.,
 p
p
.9
6
-9
7
.

（
28

） 

ド

ゥ
ネ

ー

・
テ

ユ
ネ

ー

は
、

デ

ラ

ン
ド

が

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
』

で

使

う

「
変

 

 

様

m

o
d
ific
a
tio
n
」

の

語

に

ロ

ッ

ク

か

ら

の

強

い

影

響

関

係

を

見

て

い

る

 

 

（D
E
N
E
Y
S
-T
U
N

N
E
Y
,
 ib
id
.,
 p
.9
7
.）
。

し

か

し

、

む

し

ろ

こ

れ

は

ス

ピ

ノ

 

 

ザ

が

「
実

体

」

の

「
様

態

」

と

し

て

使

う

際

の

、

そ

の

「
様

態

m

o
d
u
s
」

と

ほ

 

 

ぼ

同

じ

も

の

で

あ

り

、

明

ら

か

に

ス

ピ

ノ
ザ

的

な

含

意

が

込

め

ら

れ

た

も

の

で

 

 

あ

る

。

ス
ピ

ノ

ザ

哲

学

の

少

な

く

と

も

仏

語

で

の

受

容

に

お

い

て

「
変

様

（
も

 

 

し

く

は

「
変

様

化

」
）

m

o
d
ifi
c
a
tio
n
）

と

い
う

語

が

、

「様

態

m

o
d
u
s
」

と

ほ

 

 

ぼ

同

義

の
も

の

と

見

な

さ

れ

て

い
た

こ

と

は

、

デ

ラ

ン

ド

が

目

を

通

し

て

い

た

 

 

こ

と

が

ほ

ぼ

確

実

な

べ

ー

ル

の

『歴

史

批

評

辞

典

』

の

記

述

か

ら

明

ら

か

で

あ

 

 

る

。

B
A
Y
L
E
,
 o
u
v
r.
 cit.,
 t.
 X
I
II,
 a
rt
.
 ≪
S
p
in
o
z
a
≫
,
 p
.4
1
8
;
 p
.4
2
0
;
 p
p
.

 

 

4
6
2
-4
6
8
.

（29

）
 

但

し

デ

ラ

ン

ド

は

こ

こ

で

は

ス

ピ

ノ

ザ

の
使

う

よ

う

な

か

た

ち

で

の

「
実

体

 

 

s
u
b
st
a
n
c
e
」
と

い
う

言

葉

は

使

わ

な

い
。

尚

、

デ

ラ

ン

ド

の

ス

ピ

ノ

ザ

受

容

に

 

 

つ

い

て

は
、

十

八

世

紀

前

半

の
仏

の
知

識

人

全

般

の

そ

の
受

容

の
全

体

像

の
中

 

 

で

は

ヴ

ェ

ル

ニ

エ
ー

ル

の
指

摘

を

、

特

に
デ

ラ

ン

ド

と

ス
ピ

ノ

ザ

の
関

係

の
中

 

 

で

は

ゲ

ス

ラ

ー

の

指

摘

を

参

照

の

こ

と

。

P
.
 V
E
R
N
IE
R
E
,
 S
p
in
o
z
a
 e
t
 la

 

 

p
e
n
se
e
 f
ra
n
ca
is
e
 a
v
a
n
t
 la
 R
e
v
o
lu
tio
n
,
 P
.U
.F
.,
 19
5
4
,
 pp
.3
3
6
-3
3
7
 e
tc
.
;

 

 

G
E
IS
S
L
E
R
,
 ou
v
r
.
 
c
it.,
 p
p
.8
5
-8
9
.

（
30
） 

「
存

在

連

鎖

」
に

つ

い

て

は

、
勿

論

の

こ

と

ラ

ヴ

ジ

ョ

イ

の
古

典

的

研

究

（
ア

ー



 

 
サ
ー

・
O

・
ラ
ブ

ジ

ョ
イ
、

『存

在

の
大

い
な

る
連
鎖

』
、
内

藤

訳
、
晶

文
社

、

 

 

一
九
七

五
）

が
最

も
重

要

で
あ

る
が
、

十

八
世
紀

の
ビ

ュ
ッ
フ

ォ
ン
や
リ

ン
ネ

 

 
の

「
自

然
誌

」

に

お

い
て
こ

の

「
存
在

連
鎖

」

が
持

っ
て

い
た
特

別

な
意
味

も

 

 
ま
た
重

要

と
な

ろ
う
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
、

フ
ー

コ
ー
の
指
摘

を
参

照

の

こ

 

 
と
。
M

.
 F
O
U
C
A
U
L
T
,
 L
es
 m
o
ts
 e
t
 les
 c
h
os
es
,
 P
a
r
is
,
 G
a
llim
a
rd
,

 

 
1
9
6
6
,
 pa
r
t.I,
 ch
.
 V

《
C
la
s
s
e
r
》
.

（
31
）
 

J
.
L
O
C
K
E
,
 O
f
 
H
u
m
a
n
 
U
n
d
e
rs
ta
n
d
in
g
,
 W
o
rk
s
 of
 J
.
 L
o
c
k
e
,

 

 
L
o
n
d
o
n
,
 l0
v
o
l.,
 18
2
3
,
 t.III
,
 pp
.3
3
1
-3
5
9
 (B
k
.
 IV
,
 ch
.
 III,
 se
c
.
6
).

（
32
） 

但

し
、
デ

ラ

ン
ド

が
彫
像

と

子
供

と
を

比
較

す

る
最
初

の
文

面

（P
.L
.,
 59
）

 

 
を

詳
細

に
見

て
み

る
と
、

「
敢

え

て
思

惟
行

為
を

行

お
う

と
試

み
る
」
彫
像

よ
り

 

 
も

「
揺

り

か
ご

に

い
る
生

ま
れ

た
ば

か
り

の
子
供
」

が

「
大
理

石
よ

り
も

よ
り

 

 
生

で
粗

野

で
あ

り
、
形

の
な

さ
ぬ
雑
然

と
し

た
状

態

に
あ

る
」

と

い
う
形

で
、

 

 
両

者

の
差

異
が
強

調

さ
れ

て
も

い
る
。
し

か

し
な
が

ら
、
第

二

の
文

面

（P
.L
.,

 

 
6
2
-6
3
）

か
ら
も

明
ら

か
な

様

に
、
デ

ラ

ン
ド

に
と

っ
て

「
子

供
」
は

「
彫
像

」

 

 
の
心
的

成
長

を
説

明

す

る
際

の
格
好

の
モ
デ

ル

の

一
つ
で
あ

る
こ
と

に
か
わ
り

 

 
は
な

い
。

ま
た

、

そ
も
そ

も
、

既

に
先

の
註

で
指
摘

し

た
通
り

、
彫
像

と

い
う

 

 

「
女
性

」
が

「
子
供

」
に
な
ぞ

ら
え

ら
れ

る

こ
と

に
は
、

（既

に
第

一
節

で
触

れ

 

 
た
様

に
、
当

時

の
西
欧

社

会

に
お

け
る
社

会
的

弱
者

で
あ

り
多

数

の

「
民
衆

」

 

 
と
同
様

に

「
蒙

昧
」

の
闇

に
追

い
や

ら
れ

て

い
た
）
「
女

性
」
と

「
子

供
」
の

ほ

 

 
ぼ
同
種

の
社

会

政
治

的
な

位
置

付

け
が
関

係

し

て
く

る
点

で
も

、
当

然

の
帰
結

 

 
で
も

あ

ろ
う
。

そ

し
て
更

に
言

え
ば

、
第

三
節

で
も

触

れ
る

「
子
供

」

と
同
様

 

 
な
形

で

の

「
彫

像
」

へ
の

「
教

育
」

の
必

要
性

を
強

調
す

る
上

で
も

、

こ

の
比

 

 
較

は

不
可
欠

で
あ

ろ
う
。

（33
） 

ロ
ッ
ク

の
感
覚

論

的
観

点

に
お

け
る

「
子
供

」

の
重
要
性

に

つ
い
て

は
、

コ

 

 

ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

に
関

す

る

研

究

書

で

あ

り
、
本

論

も

し

ば

し

ば

参

照

す

る

 

 
Q
u
a
r
fo
o
d
の
研

究

の
以

下

の
部
分

が

極

め

て
明
晰

に
そ

れ
を

纏

め

て
く

れ

て

 

 

い
る
。

C
h
.
 Q
U
A
R
F
O
O
D
,
 C
o
n
d
illa
c
,
 la
 s
ta
tu
e
 e
t
 l
'en
f
a
n
t
:
 p
h
ilo
s
o
-

 

 
p
h
ie
 e
t
 pe
d
ag
og
ie
 a
u
 s
ie
c
le
 d
es
 L
u
m
ie
re
s,
 P
a
r
is
,
 L
'H
a
r
m
a
tt
a
n
,
 pp
.

 

 
2
1
5
-2
2
9
.

（
34
）
 

G
E
IS
S
L
E
R
,
 ou
v
r
.cit.,
 p
p
.8
9
-9
0
.

（
35
）
 

こ
こ

に
は
、

デ

ラ

ン
ド

も
ま

た

お
そ
ら

く
読

ん

で

い
た
で
あ

ろ
う

デ

ュ
ボ

ス

 

 
の

「
倦

怠
」

の
考

え
方

に
部
分

的

に
し

ろ
通
ず

る
も

の
が

あ

る
と
言

え
よ

う
。

 
 
D
U
B
O
S
,
 o
u
v
r.
 c
it.,
 p
a
r
t.I,
 se
c
.
I
 《
D
e
 la
 n
e
c
e
s
s
ite
 d
e
tr
e
 o
c
c
u
p
e

 
 
p
o
u
r
 fu
ir
 l'e
n
n
u
i,
 et
 de
 l'a
ttr
a
it
 qu
e
 le
s
 m
o
u
v
e
m
e
n
ts
 d
e
s
 p
a
s
s
io
n
s

 
 
o
n
t
 po
u
r
 le
s
 h
o
m
m
e
s
》
.

無

論
、
デ

ュ
ボ

ス
の
場
合

は
、
社
会

性

が

「倦

怠
」

 
 

の
回

避

か
ら
生

ま

れ
る

と

い
う

よ

り
も

（確

か

に
そ

こ

で
社

会

性
が

あ

る
程
度

 
 
育

ま

れ

る
と
言

え
な

い
こ
と
も

な

い

に
せ
よ
）
、

「
見

せ
物

」
そ

し

て

「
芸

術
」

 
 
が

「倦

怠
」

の
回
避

か
ら
生

ま
れ

る
、

と

い
う

の
が

よ

り
実

情

に
近

い
。

し

か

 
 
し
、

か

か
る

「倦

怠

」
を
打

ち
払
う

「
芸

術
」

の
場

が
、
実

は
ま
た

人

々
が
集

 
 
う
社
会

形
成

の
場

で
あ

る
可

能
性

が
残

る
こ

と
に

は
留

意

し

て
お
き

た

い
。

（36
）
 

確

か

に
、

カ

ー
が
触

れ

て

い
る
通

り

（C
A
R
R
,
 《
P
y
g
m
a
lio
n
 
an
d
 
th
e

 
 
p
h
ilo
s
o
p
h
e
s
,
 th
e
 a
n
im
a
te
d
 S
ta
tu
e
 in
 e
ig
h
te
e
n
t
h
-c
e
n
tu
r
y
 F
r
a
n
c
e
》
,

 
 
a
r
t.
 cit.,
 p
.2
3
9
）
、
デ

ラ

ン
ド

の
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
が
求

め
る

の
が

、
過

剰
な

 
 
奢

侈

を
排

し
そ

し

て
選
ば

れ
た
少

数

の
友

人
達

と

の
間

で
作

り

上
げ

ら

れ
る
言

 
 
わ
ば

エ
ピ

キ

ュ
ロ
ス
的
な
社

会

で
あ

る

こ
と

に
は
注

目
し

て

お
く

べ
き

で
あ

ろ

 
 
う
。

尚
、
デ

ラ
ン
ド

の

「奢

侈

lu
x
e
」
に
対

す

る
批
判

的

で
あ

る
と

同
時

に
寛

 
 
容

な

そ

の
態

度

に

つ
い
て
は
、
以
下

を
参

照

の

こ
と
。
M

A
C
A
R
Y
,
 ou
v
r
.c
it.,

 
 
p
p
.13
6
-1
4
4
。

（
37
） 

拙

論
、

「
舞

踊
的

ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ニ
ズ

ム

に
お
け

る

「生

と

し

て
の
芸
術

」
」
、

 
 
前

掲

論
文

、
第

三
節

。

（
38
） 

拙

論
、

「
近

世
前

の

二

つ
の
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン

に
お
け

る

「
技

」

と

「愛

」
」
、

 
 
前

掲

論
文

、
第

一
章

第

三
節

と
第

二
章
第

二
節

。

（
39
） 

フ

レ

ロ
ン
は
、
デ

ラ

ン
ド

の
死

に
際

し
て
も

極

め
て
好
意

的

な
文

章
を

寄

せ

 
 

て

い
る
。

更

に
、
彼

は
、

死

に
際

し

て
デ

ラ

ン
ド
が
神

の
許

し

を
請

い

『
ピ

ュ

 
 
グ

マ
リ

オ

ン
』

を

は
じ

め
と

す
る
彼

の
唯

物
論

的
な
著

作

を
否
定

し

た

こ
と
を

 
 
ま

こ
と

し
や

か

に
伝

え

た
程

で
あ

る
。
M
A
C
A
R
Y
,
 ou
v
r.c
it.,
 p
p
.4
3
-4
4
.

（
40
） 

C
A
R
R
,
 《D
e
s
la
n
d
e
s
 a
n
d
 t
h
e
 E
n
cy
c
lop
e
d
ie
》
,
 ar
t.
 cit.
 
ち
な

み

に
、

 
 
デ

ラ

ン
ド
自

身

の
名

が

『
百
科

全
書

』

の
ダ

ラ

ン
ベ
ー

ル

に
よ

る

「
緒
言

」

に

 
 
お

い
て
積

極
的

に
言

及

さ
れ

る

に
し

て
も

、

そ
れ

は
海

洋
関

係

の
事

柄

に

つ
い

 
 

て

で

あ

っ
た

（D
'A
L
E
M

B
E
R
T
,
 
《
D
isc
o
u
r
s
 
p
re
lim
in
a
ir
e
》
,
 
E
n
cy
-

 
 
c
lo
p
e
d
ie,
 t.I
 (1
7
5
1
),
 p.x
liv
）
。

こ
れ

は
、
デ

ィ
ド

ロ
に
よ

る

『百

科
全

書
』

 
 

の
項

目

の
幾

つ
か
が

明

ら
か

に
デ

ラ

ン
ド

の
著
作

に
直

接

に
負

っ
て

い
る
事
実

 
 

（C
A
R
R
,
 《D
e
s
la
n
d
e
s
 a
n
d
 th
e
 E
n
cy
c
lop
e
d
ie
》,
 ib
id
.
;
 M
A
C
A
R
Y
,

 
 
o
u
v
r
.cit.,
 pp
.3
6
-4
1
.
 但

し
、
マ
カ
リ

は
デ

ラ

ン
ド

と
百

科
全

書
派

を
対

立

さ



 

 
せ

過

ぎ

る

カ

ー

の
指

摘

が

一
面

的

で
あ

る

と

批

判

す

る

（
ib
id
.
,
 
p
p
.4
0
-4
1
）。
）

 

 
を

考

慮

に

入

れ

る

と

、

か

な

り

デ

ラ

ン
ド

に

と

っ
て

不

当

な

評

価

で

あ

る
。

更

 

 

に

デ

ィ

ド

ロ
は

、

『
百

科

全

書

』

の

項

目

「
A
n
te
d
ilu
v
i
en
n
e
」

で
直

接

に

デ

ラ

 

 

ン

ド

の

哲

学

史

の
著

作

『
批

判

的

哲

学

史

』

に

む

し

ろ

否

定

的

言

及

を

し

て

も

 

 

い
た

（D
ID
E
R
O
T
,
 《
A
n
te
d
ilu
v
ie
n
n
e
》
,
 E
n
cy
c
lop
e
d
ie
,
 t.I

（1
7
5
1
）,
p
.

 

 
4
9
4
）
｡

（41

） 

デ

ラ

ン

ド

も

ま

た

、

『
百

科

全

書

』

第

一
巻

出

版

の

同

じ

年

（
一
七

五

一
年

）

 

 

に
、

反

百

科

全

書

的

な

立

場

を

取

る

ロ

ベ

ッ

ク
夫

人

に

『L
a
 F
o
r
tu
n
e』

と

い

 

 

う

哲

学

的

小

話

を

献

呈

す

る

（C
A
R
R
, 

《D
e
s
la
n
d
e
s
 
a
n
d
 
th
e
 
E
n
cy
-

 

 

c
lo
p
ed
ie
》
,
 ib
id
.
,
 
p
.1
5
9
;
 M

A
C
A
R
Y
,
 ou
v
r
.c
it.,
 p
.4
0
）
。

ま

た

、

『哲

学

批

 

 

判

史

』

増

補

版

（
一
七

五

六

年

）

に
付

し

た

序

文

（増

補

版

の
第

四

巻

の

「序

 

 

文

」

（カ

ー

と

マ
カ

リ

の
指

摘

に

よ

る

（C
A
R
R
,
 ib
id
.,
 p
.1
5
8
;
 M

A
C
A
R
Y
,

 

 

ib
id
.,
 p
p
.3
8
-3
9
）
）

で

は

、

ブ

ル

ッ

カ

ー

に

よ

る

哲

学

史

（H
is
t
or
ia
 C
r
itit
a

 

 

P
h
ilo
sop
h
ic
,
 1
7
4
2
-4
）
を

む

し

ろ

『
百

科

全

書

』
が

持

ち

上

げ

た

こ

と

（事

実

、

 

 

『
百

科

全

書

』

の
編

集

者

達

は

ブ

ル

ッ
カ

ー

と

デ

ラ

ン

ド

の

二

人

の
実

名

を

あ

 

 

げ

た

上

で

そ

の
様

な

評

価

を

下

し

て

い
る

。

《
C
o
rr
e
c
t
io
n
s
 e
t
 
a
d
d
it
io
n
s》
,

 

 

E
n
cy
c
lop
ed
ie,
 t.
I
（1
7
5
1
）,
 p
.iv
）

に

大

き

な

不

満

を

示

し

て

い

る
。

（
42

） 

M

A
C
A
R
Y
,
 ou
v
r.
 cit.,
 p
.4
1
.

（
43

）
 

I
b
id
.,
 p
p
.3
6
-3
7
.

更

に

デ

ラ

ン
ド

は

、

デ

ィ

ド

ロ

そ

し

て

ル

ソ

ー

の

共

通

 

 

の
友

人

で

あ

り
仏

感

覚

論

の
大

物

で

あ

っ
た

コ

ン

デ

ィ

ヤ

ッ

ク

と

も

一
つ

の
接

 

 

点

を

持

っ
て

い

た

可

能

性

が

あ

る

。

あ

る
研

究

者

の
指

摘

を

信

ず

る

な

ら

、

デ

 

 

ラ

ン

ド

が

自

ら

の

『
批

判

的

哲

学

史

』

増

補

版

（
一
七

五

六

年

）

に

関

す

る

仏

 

 

で

の
暗

黙

の

出

版

許

可

を

求

め

た

際

の

検

閲

官

は

コ

ン

デ

ィ

ヤ

ッ
ク

で

あ

っ

 

 

た

。

そ

し

て
、

い

か

な

る

公

的

も

し

く

は
暗

黙

の

許

可

も

コ

ン
デ

ィ

ヤ

ッ
ク

に

 

 

よ

っ

て
明

示

的

に

は

与

え

ら

れ

な

か

っ
た

に
せ

よ

、

そ

の
本

の
扉

の
示

す

ア

ム

 

 

ス

テ

ル
ダ

ム

で

は

な

く

、

お

そ

ら

く

は

結

局

パ

リ

で
出

版

さ

れ

た

可

能

性

が

高

 

 

い

と

言

う

。

I
b
id
.,
 p
.7
8
.

（
4
4） 

こ

れ

に

つ

い

て

も

マ
カ

リ

の

指

摘

を

参

照

の

こ

と
。

I
b
id
.,
 p
.3
6
 e
t
 p
.6
8
.

（
45

） 

E
.
B
.
D
E
 
C
O
N

D
IL
L
A
C
,
 T
r
a
ite
 d
es
 s
en
sa
tio
n
s,
 (
E
u
v
r
es
 p
h
ilo
so
-

 

 

p
h
iq
u
e
s
 d
e
 C
o
n
d
illa
c,
 e
d
.
 p
a
r
 L
e
 R
o
y
,
 19
4
7
-1
9
5
1
,
 3
 v
o
l.,
 t.
 I,
 p.2
2
2

 

 

（《D
e
s
se
in
 d
e
 c
e
t
 o
u
v
ra
g
e
》
）.

（46

） 

『感

覚

論

』

の
出

版

当

初

か

ら

、

こ

の

「
彫

像

」

の

仮

説

は

、

コ

ン

デ

ィ

ヤ

ッ

 
 
ク
の
全
く

の
独

創

で
は
な

い
と
同

時
代

人
ら

に
よ

っ
て
指

摘

さ
れ

て

い
た

（G
.

 

L
E
 R
O
Y
,
 no
te
 p
o
u
r
 le
 T
r
a
ite
 d
e
s
 s
e
n
sa
tio
n
s
 d
e
 C
o
n
d
illa
c
,
 ib
id
.,

 

p
.2
2
2
（n
.
4
）
;
 Q
U
A
R
F
O
O
D
,
 ou
v
r
.c
it.,
 pp
.1
1
8
-1
1
9
）
。

正
確

に
言

え
ば
、

 
 
ビ

ュ
ッ
フ

ォ
ン
も

し

く

は
デ

ィ
ド

ロ
ら

の
著

作

に

既

に
あ

っ
た
考

え

を

コ
ン

 

デ

ィ
ヤ

ッ
ク

が
言

わ
ば
無
断

で
借

用

し
た

と
批
判

さ

れ
た

の
で
あ

る

（
し

か
し

 
 
か
な
り

の
部

分

で
不

当

な
批

判

で
あ

る
。
B
O
N
G
IE
が
指

摘
す

る
通

り

（L
.
L
.

 
 
B
O
N
G
I
E
,
 “A
 n
e
w
 C
o
n
d
illa
c
 L
e
t
te
r
 a
n
d
 th
e
 g
e
n
e
s
is
 o
f
 th
e
 T
ra
ite

 
 
d
e
s
 se
n
sa
tio
n
s
”
,
 Jo
u
r
n
a
l
 of
 th
e
 h
isto
ry
 of
 p
h
ilo
so
p
h
y
,
 19
7
8
（1
6
）,
 pp
.

 

8
5
-
7
;
 p
.9
3
）、
既

に

一
七
五
〇
年

の
ク

ラ
メ

ル
宛

の
書

簡

で

「
彫
像

」

に
順

次

 
 
感

官
を

行
使

さ

せ
て
行

く
仮
説

が
呈

示
さ

れ

て

い
る

（
こ
れ

で
デ

ィ
ド

ロ
の
『
聾

 
 
唖
者
書

簡
』
か
ら

の
盗
作

の
疑

惑

は
免

れ

る
）
。

ま
た
、

一
七
四

六
年

の

『人

間

 
 
認
識
起

源
論

』

で

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
は

「
彫
像

」
と
言

う
言

葉

は
出

し

て

い
な

 
 
い
に
せ
よ
、

感
官

を

ま
だ
使

っ
て

い
な

い
人
間

に

一
つ
ず

つ
感
官

を
行

使

さ
せ

 
 
て
行

く

こ
と

に
触

れ

て

い
る

（
こ
れ

で
ビ

ュ
ッ
フ
ォ

ン
の

一
七

四
九
年

の

『
自

 
 
然
誌

』
か
ら

の
盗

作

の
疑
惑

は
免

れ
る
）
。

ま

た
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の

『感

覚

 
 
論
』

以
前

の

「
彫
像

」

の
思

考
実

験

の
ビ

ュ
ッ
フ
ォ

ン
や
デ

ィ
ド

ロ
以
外

の
先

 
 
行
例

に

つ
い
て
は
、
ク

ヮ
ル

フ
ォ
ー
ド

が
割

と
詳

し
く
紹

介
し

て
く

れ

て

い
る
。

 
 
Q
U
A
R
F
O
O
D
,
 ou
v
r
.cit.,
 p
p
.1
1
9
-1
2
1
.

（47
） 

デ

ラ

ン
ド

と

コ

ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

と

の
直

接

的

関

係

と
言

う

わ

け

で

は

な

い

 
 
が

、

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム
を

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の

「
彫
像

」

の
仮
説

の
中

に

 
 
読

み
込
む
研

究
者

達

の
立
場

に
関

し

て
は
、

ク

ヮ
ル

フ
ォ
ー
ド

の
以
下

の
指

摘

 
 
を
参

照

の
こ
と
。

Q
U
A
R
F
O
O
D
,
 ib
id
.,
 p
p
.1
2
5
-1
2
6
.

（
48
） 

ビ

ュ
ッ
フ

ォ
ン

の
場

合

は

「
ア
ダ

ム
」
で
あ

る
し
、

デ

ィ
ド

ロ
の
場
合

は

「
仮

 
 
説

と
し

て

の
唖
者

m
u
e
t
 de
 c
o
n
v
e
n
t
io
n
」
で
あ

る
。

ま
た
、

デ

カ

ル
ト

の
場

 
 
合

の

「
土

の
機

械
も

し
く

は
彫

像
」

は

一
時

的

な
比
喩

、
ブ

ラ

ン
ヴ

ィ
リ

エ
の

 
 
場
合

で
も

「
大

理
石

の
塊

」

に
過
ぎ

な

い
。

更

に

「
彫

像
」

を
直

接

に
登
場

さ

 
 

せ
る
ボ

ネ

の
場

合

に
至

っ
て
は
、
公

表

さ
れ
た

の
が

一
七

六
〇
年

で
あ

る
。

こ

 
 

れ

に

つ
い
て

は
、
主

に
ク

ヮ

ル
フ

ォ
ー
ド

の
次

の
指

摘

を
参

照

し

た
。

I
b
id
.,

 
 
p
p
.1
1
9
-1
2
1
.

（49
） 

デ

ラ

ン
ド

に
お

い
て
ピ

ュ
グ

マ
リ
オ

ン
が

「
彫
像

」

の
教

育
者

で
あ

る
と
同

 
 
時

に
異

性

と
し

て
の

「他

者
」

で
あ

っ
た
こ

と
を
考

え

る
時

、

こ
れ

は
特
別

に

 
 
重

大
な

差
異

で
あ

る
と

言
え

よ
う
。

ク

ヮ
ル
フ

ォ
ー
ド
も

ま
た

、
教

育
者

が
彫



 

 
像

の
精

神
生

成

か
ら

一
歩

退

い
た

と

こ
ろ

に
い
る
点

に
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の

 

 
デ

ラ

ン
ド

に
対

す

る
立
場

の
違

い
を

認

め
て

い
る
。

I
bid
.,
 p
.2
4
4
.

（
50
） 

そ

の
意
味

で
、

そ

の

「
彫
像

」

が
、
直

後

に
発
表

さ

れ
た

ル
ソ

ー

の

『
人
間

 

 
不

平
等

起

源
論
』

の

「
社

会
性

」
そ

し

て

「
他
者

性
」
を
欠

い
た
独

立
的

な

「
自

 

 
然

人
」

の
様

な
自

律

性
を

帯
び

る

の
は
当

然

で
あ

る
。
但

し
、

ル
ソ

ー
と

コ
ン

 

 
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
と

で

は
、
社
会

状

態

も
し
く

は
言

語
記

号

を
使
う

状
態

に
更

に
移

 

 
行

す

る

際

に
前
者

が

あ

る

種

の
断
絶

も
し

く

は

飛

躍

を
強

調

す

る

の

に
対

し

 

 
て
、
後

者

が
連
続

性

を
主

張

す
る

と

い
う

根
底

的

な
と

こ
ろ

で
大

き
な

対
立

が

 

 
生

じ

て
来

る
。

こ

れ

に

つ
い
て
は
、

既

に
以

下

の
拙

論

で
検
討

し

た
。

拙
論

、

 

 

「
言

語
と
精

神

の

二
重

の
生
成

に
お
け

る

「感

性
的

な

る
も

の
」
」
、

『紀

要
』
、

 

 
群

馬

県
立

女
子

大
、

二
二
号
、

二
〇
〇
〇

年
。

（51
） 

こ
の
点

を
本

文

で
詳
細

に
示
す

に

は
か
な

り

の
長

さ
に
な

っ
て
し

ま
う
が

、

 

 
大

事

な

こ
と
な

の
で

こ
の
註

で
重
要

な
論

点

の
概
要

を

、
特

に

C
IT
T
O
N

の

 

 
指

摘

（Y
.
C
IT
T
O
N
,
 《F
r
a
g
ile
 e
u
p
h
o
r
ie
:
 la
 s
ta
tu
e
 d
e
 C
o
n
d
illa
c
 e
t

 

 
le
s
 im
p
a
s
s
e
s
 d
e
 l'in
d
iv
id
u
》
,
 Stu
d
ie
s
 o
n
 V
o
lta
ire
 a
n
d
 th
e
 e
ig
h
te
en
th

 

 
c
e
n
tu
ry
,
 32
3
,
 19
9
4
,
 pp
.2
8
2
-2
8
3
）
を

主

に
参
照

に
し

な
が

ら
、

呈
示

し

て
お

 

 
き

た

い
。

ま
ず

、

「
彫
像

」
の

「
女
性

性
」
の
可
能
性

に

つ
い
て
述

べ
て
お

こ
う

。

 

 
例

え
ば
、

「彫

像

la
 s
ta
tu
e
）
は
仏

語

で
は
女

性
名

詞

で
あ
り

、
そ
れ
を

受

け
る

 

 
代
名

詞

「
そ

れ
」

は
必

ず

「
彼
女

」

を
も
同

時

に
表
し

う

る
単
数

三
人

称
女

性

 

 
形
代

名
詞

「
e
lle
」
を
使

う
。

こ
の
代
名

詞

「e
lle
」

は
当
然

な
が

ら
頻

繁

に
使

 

 
わ

れ

る
が
故

に
、

『
感
覚

論
』
で

の
主
人

公
が

性
別

な

き

「
彫
像

」
と

い
う

よ
り

 

 

「
女
性

」

と
し

て

の

「
彫
像

」

で
は

な

い
か
と

い
う
錯

覚
が

簡
単

に
読

者

に
は

 

 
生

じ
易

い
。
成

る
程

こ
れ

は
、

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
自

身

が

「
彫

像
」
を

「
女
性

」

 

 

と
し

て
意
識

し

て

い
た
積
極

的
証

拠

に
は
断

じ

て
な

り
え

ぬ
だ

ろ
う
。
し

か
し
、

 

 
今

の
様

に
は
簡

単

に
否
定

で

き
な

い

一
つ
の
事

実

が

こ
れ

と

は
別

に
存

在

す

 

 

る
。

「彫

像

」

が

一
人
称

単

数

（「
私

je
」
）

で
発

す

る
以

下

の
発

言

で

あ

る
。

 

 
《
c
u
r
ie
u
s
e
,
 je
 p
a
rc
o
u
r
s
 a
v
e
c
 e
m
p
r
e
s
s
e
m
e
n
t
 le
s
 lie
u
x
,
 d
o
n
t
 le

 

 
p
re
m
ie
r
 a
s
p
e
c
t
 m
'a
 r
a
v
ie
》
（C
O
N
D
IL
L
A
C
,
 T
r
a
ite
 d
e
s
 se
n
sa
tio
n
s,

 

 

o
u
v
r
.c
it.,
 p.3
1
2
（p
a
r
t.
 IV
,
 ch
.
 viii,
 se
c
.
3
））.

形

容
詞

「c
u
r
ie
u
se
」

そ
し

 

 

て

「
m
'a
 r
a
v
ie
」

と

い
う

形

で
、

そ
れ

ぞ
れ
主

語

の

「
je
」
そ

し
て
直

接

目
的

 

 
語

の
代

名
詞

「
m
e
」
に
女
性

単
数

と

し

て
性

数

一
致

さ
せ

て

い
る

の
で
あ

る
。

 

 

つ
ま

り
、
少

な
く

と

も

こ
の
箇
所

で
は

コ

ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

は

「彫

像
」

が

「
女

性
」

で
あ

る
こ

と
を
明

ら

か

に
念

頭

に
お

い
て

い
る
と

言
う

べ
き
で
あ

ろ
う

。

成

る
程

、

ク

ヮ
ル

フ
ォ
ー
ド

の
言

う
様

に
こ
れ

は
単
な

る
文

章
表

現
上

も

し
く

は
修

辞

上

の
問
題

に
過

ぎ
な

い
か
も

し
れ

ぬ

（Q
U
A
R
F
O
O
D

,
 ou
v
r
.c
it.,
 pp
.

1
2
6
-1
2
7
）
。
と

は
言

え
、
コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
が

文
体

の
問

題

で
さ

え
認
識

論

の
中

に
統
合

的

に
組

み
込

む

ほ

ど

の
重

要

性

を

そ

こ

に
見

て

い
た

事
実

を
考

え

る

時

、

ク

ヮ
ル

フ
ォ
ー
ド

の
反

論

は
や

や
性
急

な

と

こ
ろ
が

あ
る

。
次

に
、

コ
ン

デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の

「
彫
像

」

は
実

は
随
伴

者
を

完
全

に
欠

い
て

い
る

と
も
言

え
な

い

の
で
あ

る
。

そ

の

「
彫
像

」

は
あ

ら

か
じ
め
哲

学
者

コ
ン
デ

ィ

ヤ

ッ
ク
に
よ

り
正
し

い
感

官

の
順
次

的
行
使

を

極

め

て
人

工
的

に
設

定

さ
れ

る
。
例

え
ば

、

本
来

な

ら
ば

感
官

の
内

で
生
命

維

持

の
た

め

に
嗅

覚
以

上

に
第

一
に
働

く

べ
き

味
覚

は
、
し

か
し
第

一
部

で
は
最

初

に
登
場

す

る
嗅
覚

に
お
く

れ

る
こ

と
五
官

の
内

で
最
後

に
行
使

さ
れ

る

の
で
あ

る
。
こ
の
意

味

で
、
コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
は
、

舞
台

上

に
決

し

て
そ

の
姿

を

見

せ
ぬ
も

の
の
そ

の

「
彫

像
」

を
制

作

し
そ

の
成

長

を

見
守

り

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
し

て

い
る
潜

在

的

な

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

で
も

あ

る
。

こ
こ

に
、
先

の

「
彫
像

」

の

「
女
性

性

」

の
潜

在

的
含

意

が
大

き
な
意

味

を
持

っ
て
来

る
。
事

実

、

『感

覚
論

』
の
執

筆

は
、
少

な

く

と
も

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ

ク

の
発

言
を

信
ず

る
な

ら
ば

二
人

の
女
性

が

そ

の
構

想

の
始

ま

り
そ

し

て
こ

の

著

作

の
献

呈

者

と

し

て

そ

れ

ぞ

れ

深

く

関

わ

っ
て

い

る

（C
O
N
D
I
L
L
A
C
,

T
ra
ite
 
d
es
 
s
en
s
a
tio
n
s,

 o
u
v
r
.c
it.,
 p
p
.2
2
1
-2
2
2

（《
D
e
ss
e
in
 
d
e
 
c
e
t

o
u
v
r
a
g
e
》））
。
ヴ

ァ
ッ
セ

そ
し

て
特

に

フ

ェ
ラ

ン
と
哲

学
者

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

と

の
協

同
関

係

に
よ

っ
て

（無

論

、

こ

の

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の
発
言

を
そ

の
ま

ま
鵜

呑

み

に
す

る

の
は
行

き
過

ぎ

と

し

て
も

）

『感

覚
論

』
が
構
想

さ
れ

て

い
る

側

面
が

あ

る
。
コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

は
言

う
。
《V
o
u
s
 sa
v
e
z
,
 M

a
d
a
m
e
汚M

m
e
.

V
a
ss
e
汛
,
 a
 q
u
i
 je
 d
o
is
 le
s
 lu
m
ie
r
e
s
 q
u
i
 o
n
t
 e
n
fin
 d
iss
ip
e
 m
e
s

p
re
ju
g
e
s
:
 v
o
u
s
 sa
v
e
z
 la
 p
a
r
t
 qu
'a
 e
u
e
 a
 c
e
t
 ou
v
ra
g
e
 u
n
e
 p
e
rs
o
n
n
e

q
u
i
 vo
u
s
 et
o
it
 si
 ch
e
re
,
 et
 q
u
i
 eto
it
 si
 dig
n
e
 d
e
 v
o
tr
e
 e
s
tim
e
 e
t
 de

v
o
tre
 
a
m
itie
 汚M

lle
 
F
e
rr
a
n
d
汛
.
 
P
o
u
r
 r
e
m
p
lir
 c
e
t
 o
b
je
t
,
 n
o
u
s

汚C
o
n
d
illa
c
 e
t
 M

lle
 F
e
r
r
a
n
d
汛

im
a
g
in
a
m
e
s
 u
n
e
 s
ta
tu
e
.
.
.≫
（ib
id
.,
 p
.

2
2
2
（《
D
e
ss
e
in
 d
e
 c
e
t
 o
u
v
r
a
g
e
》））.

あ

る
意
味

で
彼

女
を

「彫

像
」

に
見

立

て
た
上

で
精
神

の
自

然

で
理
想

の
展
開

を

こ

の
聡

明
な

女
性

に
自

ら

の
哲
学

を
論

じ
る

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
と
し

て

の

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の
姿

が

示
唆

さ
れ

る

可
能
性

が

あ

ろ
う
。

で

は
、
逆

に

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の

『
感
覚

論
』

に
お

い
て



 

 

「
彫

像

」
は
常

に

「
女
性

」

と
し

て
の

み
捉

え
る

べ
き
な

の

か
。

実

は
、

こ
れ

 

 
が
微

妙

に
な

っ
て
来

る
。

む

し
ろ
、

ク

ヮ
ル
フ

ォ
ー
ド

の
言

う
様

に

（Q
U
A
R
-

 

 
F
O
O
D
,
 ou
v
r.c
it.,
 ch
.
 8）
、

『
感
覚

論
』

の
著
者

は

「
彫
像

」

の
年
齢

を
曖

昧

 

 

に
呈
示

し

て

い
る
。

つ
ま
り
、

「
子

供
」
と

「大

人

」
の
ど

ち
ら

で
あ

る
か

が
必

 

 
ず

し
も
自

明

で
な

い
。

と
す

れ
ば
、

こ
れ
は
逆

に

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク
が

「
彫
像

」

 

 
を

ど

ち
ら

で
も
適

用

で
き
る

よ
う

に
意
図

的

に
設
定

し
た
曖

昧

さ

の
可

能
性

も

 

 
出

て
来

る
。

と
す

れ
ば
、

「
女

性
性

」
を
意

識

し

つ
つ
も
、

「
彫
像

」

の
年
齢

だ

 

 
け

で
な

く
性
別

に
関

し

て
も

む
し

ろ

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

は
、

両
義

性

を
む

し
ろ

 

 

「積

極
的

に
意

図

し
た
」

可
能

性
も

ま

た
浮
上

し

て
こ

よ
う
。

お
そ

ら
く

は
、

 

 

こ
の
可
能

性

こ
そ

が
本
論

で
す
ぐ

に
触

れ
る

『感

覚

論
』

の
読
者

達

（彼

ら
は

 

 
必
ず

し

も
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
の
様

な
大
人

の
男

で
あ

る

と
は
限
定

さ

れ
な

い
）

 

 

に
よ

る

「
彫
像

」

へ
の
自

己
同

一
化

に
関

係

し

て
来

る
も

の
と
考

え

ら
れ

る
。

（
52
） 

パ

ル

マ
公

国

で

の

コ
ン
デ

ィ
ヤ

ッ
ク

の

フ

ェ
ル
デ

ィ
ナ

ン
ド

へ
の
教

育

と

 

 

『感

覚
論

』

と

の
関

係

に

つ
い
て
も

、

ク

ヮ
ル

フ
ォ
ー
ド

の
指
摘

が
極

め

て
参

 

 
考

に
な

る
。
Q
U
A
R
F
O
O
D
,
 ou
v
r
.
 
cit.,
 ch
.
9
《
L
a
 p
e
d
a
g
o
g
ie
 d
e
 C
o
n
d
il-

 

 
la
c
≫
.

（
53
） 

C
O
N
D
I
L
L
A
C
,
 T
ra
ite
 d
es
 se
n
s
a
tio
n
s
,
 o
u
v
r
.c
it.,
 p
.2
2
1

（《
A
v
is

 

 
im
p
o
r
ta
n
t
 a
u
 le
c
te
u
r
》
）.

（
54
）
 

I
b
id
.,
 p
.3
1
3
（P
a
rt
.
 IV
,
 ch
.
 ix

《
C
o
n
c
lu
s
io
n
》
）.

（
5
5）
 

D
ID
E
R
O
T
,
 S
a
lo
n
 d
e
 1
7
6
3
,
 ou
v
r.c
it.,
 p
p
.4
0
9
-4
1
1
.

（56
） 

フ

ァ
ル

コ
ネ
自

身

が
、

あ

る
研
究
家

に
よ

る
と
、

百
科

全
書

派

の
反
教
会

的

 

 
態

度

に
同
調

す

る
ば

か
り

か
、

キ
リ

ス
ト
教
を

否
定

し

た
メ
リ

エ
に
強

い
興
味

 

 
を

持

っ
て

い
た

と

い
う

（A
.
B
.
 W

E
IN
S
H
E
N
K
E
R
,
 Fa
lc
o
n
e
t
:
 h
is
 w
r
it-

 

 
in
g
s
 a
n
d
 h
is
 fr
ien
d
 D
id
e
ro
t,
 G
e
n
e
v
e
,
 D
r
o
z
,
 19
6
6
,
 p.1
1
9
）
。

と
も

か
く

 

 
も

、
百

科
全

書
派

そ

し

て
ヴ

ォ

ル
テ
ー

ル
と
あ

る
種

の
同

盟
関
係

を
維

持

し
よ

 

 
う

と
し

て
い
た

フ

ァ
ル

コ
ネ

（デ

ィ
ド

ロ
と

の
関

係

は
後

に
冷

え
き

っ
た

も

の

 

 
に
な

る
こ

と
は
周

知

の
通

り
だ
が

）

が
、

既
存

の
キ
リ

ス
ト
教
会

の
権

威

に
屈

 

 
し

な

い

「
プ

ロ
メ
テ

ウ

ス
」

的
側

面

を
持

っ
て

い
た

可
能
性

は
完

全

に
は
否
定

 

 
で
き

ま

い
。

尚
、

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム
を
巡

っ
て
の
デ

ィ
ド

ロ
と

フ
ァ

ル

コ

 

 
ネ

の
連

帯
関

係

と
そ

の
齟
齬

に

つ
い
て
は

別

の
論

考

に

お

い
て
詳

し

く
論

じ

た

 

 
い
。

（
57
） 

『
ダ

ラ

ン
ベ

ー

ル
と

の
対

話
』
で

は
、

フ

ァ
ル

コ
ネ

の

「
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
群

 

 
像

」

は

決

し

て

直

接

に
名

指

さ

れ

て

は

い

な

い
。

し

か

し

、

デ

ィ
ド

ロ

が

こ

の

 

 

フ

ァ

ル

コ
ネ

の

作

品

に
寄

せ

て

い

た

賛

辞

か

ら

、

こ

こ

で

の

「
フ

ァ

ル

コ
ネ

の

 

 
傑

作

」

が

「
ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ン

群

像

」

で

あ

る

こ

と

は

ほ

ぼ

確

実

で

あ

ろ

う

。

 

 

こ

れ

に

つ

い

て

は

、

エ
ル

マ

ン

版

全

集

の

『ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

の

夢

』

の
注

釈

者

 

 
V
a
r
lo
o
t
 の
註

を

参

照

せ

よ

。

J
.
 V
A
R
L
O
O
T

,
 n
o
te
s
 p
o
u
r
 L
e
 R
e
v
e
 d
e

 

 
d
'A

le
m

b
e
rt
 d
e
 D
id
e
r
o
t,
（
E
u
v
r
es
 c
o
m
p
e
tes
 d
e
 D

id
e
ro
t,
 o
u
v
r
.cit.,
 t
.

 

 
X
V
II,
 p
.9
3

（n
o
te
 1
2
）.
ま

た

、

そ

こ

で
砕

か

れ

る

の
が

、

こ

の
群

像

の

中

の

 

 
女

像

で
あ

る

こ

と

も

、

少

な

く

と

も

従

来

か

ら

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

の
中

 

 

で

は

主

に

大

理

石

が

肉

に

な

る

こ

と

が

そ

の
女

像

を

中

心

に
語

ら

れ

る

こ

と

か

 

 
ら

も

ほ

ぼ

間

違

い
が

な

い

で
あ

ろ

う

。

（
58

）
 

D
ID
E
R
O
T

,
 L
e
 R
e
v
e
 d
e
 d
'A
lem

be
rt,
 ib
id
.,
 p
p
9
3
-9
5
.

（
59

） 

『
ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

と

の

対

話

の
続

き

』
の

唯

物

論

的

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

に

 

 

お

け

る
デ

ラ

ン

ド

の

そ

れ

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

短

い

が

V
a
r
lo
o
t
も

指

摘

 

 
し

て

い

る

。

V
A
R
L
O
O
T
,
 《
D
e
u
x
 
a
u
tr
e
s
 v
e
r
s
io
n
s
 d
e
s
 
d
ia
lo
g
u
e
s
》
,

 

 
a
rt
ic
le
 a
j
o
u
te
 a
 

L
e
 R
e
v
e
 d
e
 
d
'A
le
m
b
e
r
t
 d
e
 D
id
e
r
o
t,

（E
u
v
re
s

 

 

co
m
p
e
tes
 d
e
 D
id
e
ro
t,
 o
u
v
r.c
it.,
 p
.6
2
.

（
60

）
 

D
ID
E
R
O
T
,
 L
e
 R
ev
e
 d
e
 d
'A

le
m
b
e
r
t,
 o
u
v
r
.c
it.,
p
.
 
9
0
.

（61

） 

オ

ウ

ィ
デ

ィ

ウ

ス
、

『変

身

物

語

』

（中

村

訳

）
、
東

京

、
岩

波

、

一
九

八

四

年

、

 

 
下

巻

、

巻

一
四

。

（62

）
 

D
ID
E
R
O
T
,
 S
a
lo
n
 d
e
 1
7
6
3
,
 o
u
v
r
.c
it.,
　p
p
.4
1
0
-4
1
1
.

（63

）
 

既

に

他

の

拙

論

（「
近

世

前

の

二

つ

の

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

に

お

け

る

「
技

」
と

 

 

「
愛

」
」
、

前

掲

論

文

、

二
十

八

頁

（註

57

）
）
で
も

指

摘

し

た

様

に

、

ル

ソ

ー

が

 

 

テ

ユ

ロ

ス

に
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

の

舞

台

を

設

定

し

た

こ

と

を

、
（
ウ

ェ

ル
ギ

リ

ウ

 

 

ス

の

テ

ュ

ロ

ス

の

ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ン

と

オ

ウ

ィ

デ

ィ

ウ

ス

の

キ

ュ
プ

ロ

ス

の

 

 

ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン

と

の
）

単

な

る

不

用

意

な

混

同

と

解

釈

す

る

の

は

余

り

に
安

 

 

易

で

あ

る

。

（
64

） 

J
.
S
T
A
R
O
B
IN

S
K
I,
　L
a
　tra
n
sp
a
r
en
ce
 e
t
 l
'o
bs
ta
c
le,
 P
a
r
is
,
 G
a
l-

 

 

lim
a
r
d
,
 19
7
1
,
 p.9
2
.

ま

た

、

音

楽

劇

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
』

の
起

草

時

期

の

 

 

関

係

か

ら

（
ル

ソ

ー

は

、

メ

ロ
ド

ラ

ム

『
ピ

ュ
グ

マ
リ

オ

ン
』

を

お

そ

ら

く

は

 

 

一
七

六

二

年

二

月

に

は

執

筆

し

終

え

て

い

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

ケ

ル

 

 

ヌ

ス

キ

の

指

摘

を

参

照

。

A
.
C
E
R
N

U
S
C
H
I,
 ar
t
.
 《P
y
g
m
a
lio
n
》
,
 D
ic
tio
n
-

 

 

n
a
ire
 
d
e
 J
e
a
n
-J
a
c
q
u
e
s
 R
o
u
sse
a
u
,
 e
d
.,
 p
a
r
 R
.
 T
r
o
u
s
s
o
n
,
 P
a
r
is
,



 

 
H

o
n
o
r
e
 C
h
a
m
p
io
n
,
 p.7
7
5
）
先

に

同

様

に
触

れ

た

デ

ィ

ド

ロ

よ

り

や

は

り

コ

 

 

ン

デ

ィ

ヤ

ッ

ク

か

ら

の
影

響

が

重

要

な

の

は

否

定

し

よ

う

が

な

い
。

と

す

れ

ば

 

 

ま

た

、

一
七

六

四

年

の
デ

ィ

ド

ロ

の

フ

ァ

ル

コ
ネ

の
ピ

ュ
グ

マ

リ

オ

ン

群

像

を

 

 
巡

る

記

述

も

更

に

そ

の
後

の

『ダ

ラ

ン

ベ

ー

ル

と

の

対

話

』
で

の
唯

物

論

的

ピ

ュ

 

 
グ

マ
リ

オ

ニ
ズ

ム

も

そ

こ

に
関

わ

る

可

能

性

は

少

な

い
。

こ

れ

に

対

し

て
、

ル

 

 

ソ

ー

は

一
七

五

四

年

に
公

刊

さ

れ

た

コ

ン
デ

ィ

ヤ

ッ

ク

の

『
感

覚

論

』

を

確

実

 

 

に

読

ん

だ

こ

と

が

知

ら

れ

て

お

り

、

か

つ
ま

た

そ

の
影

響

は

『道

徳

書

簡

』

そ

 

 

し

て

『
エ

ミ

ー

ル

』

の
段

階

で

明

確

に

見

て

取

れ

る

。

『道

徳

書

簡

』

は

実

際

に

 

 

『
感

覚

論

』
の

「
彫

像

」
に
直

接

言

及

し

て

い

る

（J
.-J
.
 R
O
U
S
S
E
A
U
,
 L
e
ttr
es

 

 

m
o
ra
le
s,

（E
u
v
re
s
 co
m
p
le
r
es
 d
e
 J
.-J
.
 R
o
u
sse
a
u
,
 P
a
ris
,
 G
a
llim

a
r
d
,

 

 

1
9
5
9
-1
9
9
5
,
 v
o
1.5
,
 t.
IV
,
 p
.1
0
9
6
）
。

ル

ソ

ー

へ

の

コ

ン

デ

ィ

ヤ

ッ

ク

の

影

響

 

 
関

係

に

つ

い

て

は

、

『感

覚

論

』
か

ら

の

そ

れ

を

含

め

て

ジ

マ

ッ

ク

の

研

究

を

参

 

 

照

の

こ

と

。

P
.
 J
I
M

A
C
K
,
 《
L
e
s
 in
 flu
e
n
c
e
s
 d
e
 C
o
n
d
illa
c
,
 B
u
ff
o
n
 e
t

 

 

H
e
lv
e
tiu
s
 d
a
n
s
 l'E
m

ile
》,
 A
n
n
a
les
 J
e
a
n
-J
a
cq
u
e
s
 R
o
u
ss
ea
u
,
 X
X
X
V
I
,

 

 

1
9
5
6
-1
9
5
8
.

（
65

） 

R
O
U
S
S
E
A
U
,
 P
yg
m
a
lio
n

,
 （E
u
v
re
s
 c
o
m
p
le
tes
,
 o
u
v
r.c
it.,
 t
.
II
,
 p
.

 

 

1
1
2
8
.

（
6
6） 

I
b
id
.,
 p
.1
2
2
9
.

（
67

） 

I
b
id
.,
 p
p
.1
2
3
0
-1
2
3
1
.

（
68

）
 

こ

こ

で

は

、

ダ

ー

ン

ト

ン

の

卓

抜

な

分

析

を

参

照

の

こ

と

。

R
.
D
A
R
-

 

 

N
T
O
N
,
 T
h
e
 g
r
ea
t
 ca
t
 m
a
ssa
c
re
 a
n
d
 
o
th
e
r
 
ep
is
o
d
es
 
in
 f
re
n
c
h

 

 

c
u
ltu
ra
l
 h
is
to
ry
,
 N
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