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不
安
感
と
根
源
的
意
識 

—

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
再
論 

 

朱 

剛 
 

  

【
要
旨
】
倫
理
学
を
第
一
哲
学
と
す
る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
特
徴
的
な
主
張
で
あ
る
。
学
界
で
は
し
ば
し
ば
、
前
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
『
全
体
性
と
無
限
』

の
文
脈
で
、
こ
の
主
張
が
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
文
脈
に
拠
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
自
己
と
他
者
の
倫
理
的
な
関
係
を
あ
ら
ゆ
る
客
体
化
さ
れ
た
思
想
（
存

在
論
も
含
む
）
の
条
件
と
す
る
こ
と
で
、
倫
理
学
が
第
一
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
し
か
し
、
彼
の
哲
学
思
想
の
最
後
の
段
階
で
は
、
第
一
哲
学
と
し

て
の
倫
理
学
に
つ
い
て
の
論
証
が
よ
り
深
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
学
を
存
在
論
の
条
件
と
す
る
こ
と
で
倫
理
学
が
第
一
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
の
で
は
な
く
、
前
志
向
的
な
、
あ
る
い
は
非
志
向
的
な
意
識
で
あ
る
根
源
的
意
識
が
一
種
の
倫
理
的
な
「
不
安
感
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
哲
学
の
最
も

重
要
な
問
題
、
あ
る
い
は
最
高
の
問
題
が
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
で
は
な
く
、「
存
在
の
正
義
」
に
関
わ
る
倫
理
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
倫
理
学
が
第
一
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
、
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
つ
い
て
の
こ
の
新
し
い
論
証

は
、
学
界
で
十
分
な
注
目
を
惹
か
ず
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
思
想
に
つ
い
て
整
理
し
議
論
を
進
め
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
哲
学
と

し
て
の
倫
理
学
と
い
う
考
え
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
第
一
哲
学
、
倫
理
学
、
相
関
性
、
充
足
感
、
不
安
感
、
根
源
的
意
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一
、
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
へ
の
「
軌
跡
」 

 

倫
理
学
を
第
一
哲
学
と
す
る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
特
徴
的
な
主

張
で
あ
る
。
こ
の
思
想
の
萌
芽
は
彼
の
最
初
の
著
作
で
あ
る
『
実
存
か
ら

実
存
者
へ
』（1947
）
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
、
存
在
（
実
存
）
よ
り
も
存
在
者
（
実
存
者
）
を
優
先
す
る
こ
と
で
、

人
間
を
、
と
り
わ
け
他
者
を
、
存
在
の
中
か
ら
突
出
さ
せ
、
存
在
に
対
す

る
倫
理
の
優
先
性
を
確
立
し
た
の
で
あ
る(

1)

。
た
だ
し
そ
の
時
点
で
は
、

ま
だ
明
確
に
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
と
い
う
考
え
を
提
起
し
て
は

い
な
か
っ
た
。
一
九
五
一
年
の
「
存
在
論
は
基
礎
的
か
」
と
い
う
文
章
で

は
、
引
き
続
き
存
在
の
優
先
性
を
取
り
消
そ
う
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
存

在
論
の
基
礎
的
な
地
位
に
対
し
て
は
じ
め
て
疑
問
を
投
げ
か
け
、
後
に
倫

理
学
を
第
一
哲
学
と
す
る
た
め
の
障
害
を
取
り
除
い
た
。『
全
体
性
と
無

限
』（1961

）
に
至
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
は
じ
め
て
明
確
に
倫
理
学
あ

る
い
は
道
徳
こ
そ
が
第
一
哲
学
で
あ
る
と
提
起
し
た
。
本
書
の
第
一
部
分

で
は
伝
統
的
な
哲
学
の
仕
方
に
な
ら
っ
て
第
一
哲
学
を
存
在
論
に
帰
し

て
い
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
第
一
哲
学
は
ま
さ
に
彼
が
批
判
し
脱
構
築
す

る
対
象
で
あ
る
。
同
時
に
彼
は
そ
こ
で
、
形
而
上
学
を
存
在
論
の
付
属
物

か
ら
解
放
し
て
い
る
。
形
而
上
学
は
、
も
は
や
存
在
そ
れ
自
体
に
つ
い
て

の
学
説
、
あ
る
い
は
最
終
的
な
実
体
に
つ
い
て
の
学
説
と
は
み
な
さ
れ
ず
、

「
超
越
、
同
一
者
に
よ
る
他
者
の
歓
迎
、
自
我
に
よ
る
他
者
の
歓
迎
、
他

者
に
よ
る
同
一
性
に
対
す
る
審
問
、
つ
ま
り
知
の
批
判
的
本
質
を
成
就
す

る
も
の
と
し
て
の
倫
理
」(

列
维
纳
斯
、2016: 15/46)

だ
と
み
な
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
こ
の
意
味
で
の
形
而
上
学
が
存

在
論
に
先
立
つ
と
考
え
る
と
き
（
列
维
纳
斯
、2016: 13-20/44-54

）、
彼

は
存
在
論
か
ら
第
一
哲
学
と
し
て
の
地
位
を
奪
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

す
で
に
倫
理
学
に
対
し
て
第
一
哲
学
と
し
て
の
身
分
を
与
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
点
は
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
最
後
の
「
結
語
」

に
至
っ
て
よ
う
や
く
は
っ
き
り
と
宣
言
さ
れ
る
。
彼
は
そ
こ
で
、「
道
徳

は
哲
学
の
一
分
岐
で
は
な
く
、
第
一
哲
学
な
の
で
あ
る
」（
列
维
纳
斯
、

2016: 297/449

）
と
記
し
て
い
る
。
後
期
の
著
作
で
あ
る
『
存
在
す
る
と

は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存
在
の
彼
方
へ
』（1974

）
で
は
、「
第
一
哲

学
」
と
い
う
こ
と
ば
は
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
そ
こ
で
は
「
無-

起
源
学
」

（an-archéologie

）（Levinas, 1974: 8

）
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
い
か
な
る
始
ま
り
や
根
源
よ
り
も
前
に
他
者
に
対
し
て
有
す
る

「
始
ま
り
な
き
責
任
」
に
つ
い
て
の
「
学
」（
朱
刚
、2016: 166-179

）
で

あ
る
。
こ
う
し
た
「
無-

起
源
学
」
は
、
伝
統
的
な
第
一
哲
学
よ
り
も
い

っ
そ
う
基
礎
的
で
、
い
っ
そ
う
先
ん
じ
て
お
り
、
第
一
哲
学
を
ラ
デ
ィ
カ

ル
に
し
た
も
の
と
言
え
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
自
身
の
哲
学
の
最
後
の
段
階

で
、
こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
態
度
を
収
め
、
最
終
的
に
は
や
は
り
「
第
一
哲

学
」
と
い
う
呼
称
を
自
分
の
も
の
と
し
て
使
う
こ
と
に
し
、
そ
れ
を
存
在

論
の
束
縛
か
ら
解
放
し
、
倫
理
学
を
第
一
哲
学
の
王
座
に
据
え
た
。
そ
れ

が
一
九
八
二
年
の
論
文
、「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
で
あ
る
。
こ

の
論
文
は
倫
理
学
の
地
位
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
最
終
的
な
定
論
で

あ
り
、
彼
の
倫
理
思
想
全
体
に
お
け
る
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
だ
と
み
な
す
こ



Minerva明治大学文学部哲学専攻論集, vol. 1 

23 
 

と
が
で
き
る
。 

し
た
が
っ
て
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
一

つ
の
特
徴
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
断
言
を
い
っ
た
い
ど
う
理
解
す
れ

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
発
展
に
お
け
る
様
々
な
段
階

で
、
こ
の
命
題
に
つ
い
て
の
彼
の
理
解
と
論
証
は
、
終
始
一
貫
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
、そ
れ
と
も
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。注
意
す
べ
き
は
、

学
界
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
命
題
を
理
解
す
る
の
に
、
主
と
し
て
影

響
力
の
最
も
大
き
い
『
全
体
性
と
無
限
』
の
文
脈
か
ら
出
発
し
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
従
え
ば
、
形
而
上
学
の
実
現
と
し
て
の
倫

理
学
は
、
存
在
論
の
条
件
と
い
う
意
味
で
第
一
哲
学
と
な
る
。
た
と
え
ば

ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
（Steven C

row
ell

）
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
哲
学
と
し

て
の
倫
理
学
は
、「
倫
理
は
一
種
の
透
き
通
っ
た
鏡
で
あ
る
」
と
い
う
意

味
で
理
解
さ
れ
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
同
胞
と
し
て
の
人
間
に

対
す
る
私
の
倫
理
的
応
答
は
透
き
通
っ
た
鏡
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
す
べ

て
の
哲
学
的
問
題
は
必
ず
こ
の
透
き
通
っ
た
鏡
を
と
お
し
て
は
じ
め
て

提
示
さ
れ
る
（C

row
ell, 2015: 564

）。
し
た
が
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
自

己
と
他
者
の
倫
理
的
な
関
係
を
あ
ら
ゆ
る
客
体
化
さ
れ
た
思
想
（
存
在
論

も
含
む
）
の
条
件
と
す
る
こ
と
で
、
倫
理
学
が
第
一
哲
学
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
た
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（C

row
ell, 2015: 566

）。
し
か
し
、
お

そ
ら
く
こ
れ
は
『
全
体
性
と
無
限
』
の
文
脈(

2)

に
限
っ
た
話
で
あ
る
。
こ

の
文
脈
に
従
え
ば
、
存
在
論
の
条
件
と
し
て
の
倫
理
学
は
、
存
在
論
に
先

立
つ
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
存
在
論
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
も
異
な
る

も
の
で
も
な
い(

3)

、さ
ら
に
は
存
在
論
の
条
件
と
い
う
意
味
で
は
最
終
的

に
や
は
り
存
在
論
に
帰
属
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
第
一
哲

学
と
し
て
の
倫
理
学
に
つ
い
て
の
論
証
は
、
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
思
想
に
お

け
る
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
つ
い
て
の
主
張
の
影
響
を
無
視
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
彼
の
哲
学
の
最
後
の
段
階
に

書
か
れ
た
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
つ
い
て
、
全
く
新
し
い
論
証
を
提
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
証
は
、
も
は
や
倫
理
学
を
存
在
論
の
条
件
と
す

る
の
で
は
な
く
、
前
志
向
的
な
、
あ
る
い
は
非
志
向
的
な
意
識
の
根
源
が

一
種
の
倫
理
的
な
「
不
安
感
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
哲
学
の
最
も
重
要

な
問
題
、
あ
る
い
は
最
高
の
問
題
が
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
で
は

な
く
、「
存
在
の
正
義
」
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
存

在
は
い
か
に
し
て
自
己
の
正
当
性
を
弁
護
し
う
る
か
」（Levinas, 1998: 

108-109

）
と
い
う
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
倫
理
学

が
第
一
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。 

残
念
な
が
ら
、
後
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
、
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に

つ
い
て
の
こ
の
新
し
い
論
証
は
、
学
界
で
十
分
な
注
目
を
惹
か
ず
重
視
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
思
想
に
つ
い
て
整
理
し
議
論

を
進
め
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
と
い
う
考
え
に
対

す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

二
、
相
関
性
の
構
造
、
自
己
意
識
と
充
足
感 

 
 

—

伝
統
哲
学
に
お
け
る
第
一
哲
学
と
し
て
の
存
在
論 
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
ど
の
よ
う
に
し
て
倫
理
学
を
第
一
哲
学
と
し
た

か
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
準
備
と
な
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い

て
検
討
し
よ
う
。 

１
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
に
お
け
る
第
一

哲
学
の
基
本
的
な
、
あ
る
い
は
最
も
重
要
な
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
か
。 

２
、
そ
の
よ
う
な
形
態
の
第
一
哲
学
は
、
一
種
の
思
考
活
動
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
基
本
的
形
式
を
と
る
の
か
。 

３
、
こ
う
し
た
第
一
哲
学
に
ふ
さ
わ
し
い
、
人
間
の
意
識
に
お
け
る
感

情
の
基
調
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

こ
う
し
た
予
備
的
な
問
題
を
ま
ず
は
っ
き
り
整
理
し
て
こ
そ
、
は
じ
め

て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
提
示
し
た
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
が
い
っ
た
い

ど
こ
か
ら
出
て
き
た
の
か
を
い
っ
そ
う
明
晰
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

ま
た
、
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
が
西
洋
哲
学
の
伝
統
全
体
に
対
し
て

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

ま
ず
、
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
に
お
い
て
、
何
が
第
一
哲
学
と
さ
れ
て
き

た
の
か
。
あ
る
い
は
、
第
一
哲
学
の
基
本
的
な
形
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
存
在
論
で
あ
っ
た
、
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
た
。

「
存
在
論
」
と
い
う
述
語
は
十
七
世
紀
に
な
っ
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
も

の
だ
が
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、「
存
在
の
把
握（la com

préhension

）、

す
な
わ
ち
存
在
す
る
と
い
う
動
詞
の
意
味
論
」（Levinas, 1998: 67

）
と

し
て
の
存
在
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
す
で
に
出
現
し
て
お
り
、

ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』
の
Γ
巻
に
お
い
て
、
こ
う
し
た

一
種
の
存
在
論
が
第
一
哲
学
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
が
西
洋
哲
学
の
第
一
哲

学
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
理
解
と
な
っ
た
の
だ
（Levinas, 1998: 

67-68

）。
実
際
、
こ
れ
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
一
貫
し
た
見
方
で
も
あ
り
、
た

と
え
ば
『
全
体
性
と
無
限
』
の
中
で
彼
は
何
度
も
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。「
第
一
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
は
一
種
の
力
の
哲
学
で
あ
る
」（
列

维
纳
斯
、2016: 17/51

）、「
存
在
論
は
同
一
者
を
審
問
す
る
こ
と
な
き
第

一
哲
学
で
あ
る
」（
列
维
纳
斯
、2016: 18/52

）
な
ど
。 

 

こ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
第
二
の
問
い
が
生
じ
る
。
思
考
活
動
と
し
て
、

あ
る
い
は
こ
の
活
動
の
結
果
と
し
て
の
存
在
論
の
基
本
的
な
思
考
形
式

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、存
在
論
と
は「
存
在
の
把
握
」も
し
く
は「
こ

の
（
存
在
す
る
と
い
う
）
尋
常
な
ら
ぬ
動
詞
に
つ
い
て
の
理
解
」（Levinas, 

1998: 109

）
の
こ
と
で
あ
り
、
簡
潔
に
言
う
な
ら
、
存
在
に
関
す
る
一
種

の
「
知
識
」
で
あ
り
、
存
在
と
の
間
に
そ
な
わ
る
一
種
の
「
相
関
性
」（la 

corrélation

）
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
は
明
敏
に
も
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理

学
」
の
最
初
の
言
葉
が
ま
さ
し
く
「
相
関
性
」
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
我
々
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
西
洋

哲
学
の
基
本
的
な
事
実
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
に
源
を
発
し
、
西
洋
思
想

全
体
を
覆
う
形
式
そ
れ
自
体
を
指
し
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
た（R

olland, 

1998: 18

）。確
か
に
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
さ
し
く
西
洋
思
想
の
歴
史
を「
相

関
性
の
歴
史
」
と
み
な
し
、
こ
の
歴
史
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ヘ
ー
ゲ

ル
に
至
り
、
ま
っ
す
ぐ
マ
ル
ク
ス
の
「
世
界
改
造
」
の
理
論
と
共
産
主
義
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理
論
に
ま
で
伸
び
て
い
る
と
考
え
て
い
た
（R

olland, 1998: 22-23

）。 
し
た
が
っ
て
、
第
一
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
の
基
本
的
な
思
想
の
形
式

—

西
洋
思
想
の
基
本
的
な
形
式
で
も
あ
る—

は
、「
相
関
性
」
な
の

で
あ
る
。 

で
は
、
こ
の
「
相
関
性
」
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
い
っ
た

い
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
ロ
ラ
ン
は
、「
相
関
性

と
し
て
形
成
さ
れ
る
西
洋
思
想
の
暗
号
を
見
つ
け
る
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

を
探
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（R

olland, 1998: 24

）
と
述
べ
て
い
る
。

相
関
性
の
暗
号
は
最
終
的
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
に
つ
い
て
の

考
え
に
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
の
志
向
性
の
概
念
を
借
り
る
こ
と
で
相

関
性
を
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
と
は
い
え
、
志
向
性
は
こ

の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
助
け
に
な
る
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
、
志
向

性
の
鍵
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
根
源
的
な
相
関
性
の
構
造
に

あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
は
、
主
体
（
意
識
）
と
客
体
（
意
識
対
象
、
あ
る

い
は
志
向
の
相
関
項
）
と
の
間
の
根
源
的
な
相
関
性
の
構
造
で
あ
る
。
こ

う
し
た
相
関
性
に
拠
る
な
ら
、
意
識
は
も
は
や
心
に
ま
ず
内
在
し
て
後
か

ら
外
在
的
な
対
象
と
の
連
関
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
意
識

自
身
よ
り
離
れ
て
そ
れ
自
身
の
対
象
の
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
。
逆
に
、

意
識
の
対
象
も
、
ま
ず
意
識
と
無
関
係
で
後
か
ら
意
識
の
対
象
と
な
る
の

で
は
な
く
、
も
と
も
と
意
識
の
対
象
と
し
て
、
す
な
わ
ち
志
向
性
の
相
関

項
と
し
て
存
在
す
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
志
向
性
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

意
識
が
つ
ね
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
さ
ら
に
は
、
い
か
な
る
事
物
も
意
識
と
相
関
す
る
事
物
で
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
意
識
の
志
向
性
の
相
関
項
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
志
向
性
と
は
、
最
終
的
に
、
意
識
が
対
象

と
、
さ
ら
に
は
世
界
と
の
あ
い
だ
で
取
り
結
ぶ
本
来
的
な
相
関
性
の
こ
と

な
の
だ
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
対
象
と
の
関
係
が
意
識
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。「
対
象
に
対
す
る
関
係
が
原
初
的
な
現
象
な
の
だ
。······

こ
こ

で
主
と
し
て
働
い
て
い
る
の
は
、「
対
象
に
対
す
る
関
係
」
の
「
に
対
す

る
」（à

）
で
あ
り
、
そ
れ
が
〜
に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
の
意
識
、
超
越

と
し
て
の
意
識
を
規
定
し
て
い
る
の
だ
」（R

olland, 1998: 26

）。
事
物
ひ

い
て
は
世
界
そ
れ
自
体
の
独
立
性
と
外
在
性
と
を
宙
吊
り
に
し
、
そ
れ
を

志
向
性
の
相
関
項
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と—

こ
れ
こ
そ
が
フ
ッ
サ
ー

ル
の
超
越
論
的
還
元
の
本
質
だ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
た
。「
意
識
そ
れ

自
体
の
独
立
性
を
除
く
世
界
中
の
す
べ
て
の
独
立
し
た
も
の
を
宙
吊
り

に
す
る
超
越
論
的
還
元
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
に
志
向
性
の
相
関
項
と
し
て

の
世
界
が
発
見
さ
れ
た
の
だ
」（Levinas, 1998: 79. 

強
調
は
原
文
の
も
の
、

以
下
同
様
）。 

し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
志
向
性
に
お
い
て
、
意
識
と
事
物
（
世
界
、
存

在
）
と
の
相
関
性
は
く
ま
な
く
徹
底
的
に
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
ま
さ
に

こ
う
し
た
志
向
性
に
よ
っ
て
、「
相
関
性
」
自
体
が
最
も
本
来
的
な
「
リ

ア
リ
テ
ィ
」
で
あ
り
、
統
一
さ
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
意
識
と
世
界
と
は
、
相
関
性
の
分
割
で
き
な
い
二
つ
の
項
に
す
ぎ
な

い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
伝
統
哲
学
の
主
客
二
元
論
的
対
立
は
、
超
越

論
の
階
層
か
ら
自
然
的
態
度
の
階
層
に
変
質
す
る
際
に
生
じ
る
偽
り
の

幻
想
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
志
向
性
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
示
す
相
関
性
の
原
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則
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
こ
れ
ほ
ど
重
要
で
根
本
的
な
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
志
向
性
を
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
真

の
核
心
と
み
な
し
、
さ
ら
に
は
何
度
も
「
現
象
学
と
は
志
向
性
だ
」
と
述

べ
た
の
で
あ
る
（R

olland, 1998: 25

）。 

も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
サ
ー
ル
本
人
に
お
い
て
は
、
志
向
性
の
相
関
性
の
構

造
は
、
意
識
の
志
向
性
の
本
質
を
描
く
た
め
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
用
い
ら

れ
て
い
た
が
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
一
歩
進
め
て
こ
う
し
た
相
関
性
を
、
知
識

と
存
在
と
の
相
関
性
に
も
拡
大
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
西
洋
思
想

全
体
の
形
式
自
体
を
描
き
出
し
た
。「
我
々
の
哲
学
伝
統
で
は
、
利
害
関

心
を
離
れ
た
思
考
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
知
識
（la connaissance

）
と

存
在
と
の
相
関
性
（corrélation

）、
こ
れ
が
知
性
（l’intelligible

）
の
占
め

る
位
置
そ
の
も
の
で
あ
り
、意
味（le sens

）の
出
現
そ
の
も
の
」（Levinas, 

1998: 67

）
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
志
向
性
が
、
西
洋
思
想
の
形
式
そ
れ

自
体
と
し
て
の
相
関
性
を
理
解
す
る
た
め
の
暗
号
を
構
成
し
て
い
る
と

考
え
た
の
だ
。 

で
は
な
ぜ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
う
し
た
「
相
関
性
」
を
取
り
出
し
、
西

洋
思
想
の
形
式
そ
れ
自
体
と
み
な
す
ま
で
に
重
視
し
た
の
か
。 

そ
れ
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ま
さ
し
く
こ
こ
に
、
西
洋
哲
学
が
、
と
り
わ

け
第
一
哲
学
と
し
て
規
定
さ
れ
る
存
在
論
が
、
ど
の
よ
う
に
他
者
を
抹
消

し
、
暴
力
的
哲
学
と
な
る
か
の
機
制
を
発
見
し
た
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、

ま
さ
に
相
関
性
を
通
し
て
他
者
は
同
一
者
に
変
わ
り
、
差
異
は
克
服
さ
れ

る
。
意
識
の
志
向
性
と
し
て
の
相
関
性
に
も
、
ま
た
知
識
と
存
在
の
関
連

に
お
け
る
相
関
性
に
も
、
こ
の
こ
と
は
現
れ
て
い
る
。 

前
者
に
つ
い
て
言
う
と
、
ま
さ
に
志
向
性
が
意
識
の
基
本
構
造
で
あ
る

た
め
、
事
物
の
存
在
は
意
識
の
志
向
性
の
相
関
項
と
し
て
の
存
在
に
還
元

さ
れ
、
事
物
自
体
の
独
立
性
、
外
在
性
は
消
去
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
相

関
性
の
構
造
は
、
本
質
的
に
は
他
者
性
の
克
服
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

意
識
に
対
し
て
言
え
ば
、
絶
対
的
な
外
在
性
や
他
者
性
は
ま
っ
た
く
存
在

し
な
い
。〔
唯
識
学
で
言
う
〕「
万
法
た
だ
識
の
み
」、「
心
（
意
識
）
外
に

物
な
し
」、
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
い
て
は
、
意

識
が
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
意
識
は
世
界
の
中
に
、
つ
ま

り
自
身
の
中
に
あ
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
い
方
を
使
え
ば
、
自
分

の
皮
膚
の
中
に
あ
る
の
だ（Levinas, 1998: 79-80; M

erleau-Ponty, 1964: 

181

）。
あ
る
い
は
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
世
界
は
意
識
自
体
の
存
在

形
式
な
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
意
識
は
世
界
に
お
い
て
、
い
か
な
る

絶
対
的
な
他
者
に
も
出
会
う
こ
と
は
で
き
ず
、
恐
れ
お
の
の
か
せ
る
他
者

性
、
理
解
も
同
一
化
も
で
き
な
い
絶
対
的
な
他
者
性
に
出
会
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
世
界
が
そ
も
そ
も
意
識
自
身
の
一
部
ま
た
は
相
関
項

で
あ
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
フ

ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
還
元
は
、
最
終
的
に
は
、「
自
己
（soi

）
に
対
す

る
十
全
な
意
識
へ
と
向
け
ら
れ
る—

あ
る
い
は
向
け
ら
れ
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
自
己
意
識
は
み
ず
か
ら
が
絶
対
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
肯
定

し
、
あ
ら
ゆ
る
「
差
異
」
を
貫
き
自
己
同
一
的
な
「
自
我
」（m

oi

）
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
自
身
か
ら
宇
宙
に
至
る
ま
で
の
主
人
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

主
動
性
を
抑
制
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
も
す
べ
て

照
ら
し
う
る
こ
と
を
証
し
立
て
る
」（Levinas, 1998: 79

）。 
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そ
し
て
知
識
と
世
界
あ
る
い
は
存
在
と
の
間
の
相
関
性
が
西
洋
思
想

の
基
本
的
形
式
で
あ
る
な
ら
、
外
在
性
の
占
有
や
他
者
性
の
消
去
が
、
認

識
や
知
識
そ
れ
自
体
の
本
質
と
な
っ
て
し
ま
う
。「
知
識-

存
在
の
間
の

相
関
性
は
、
熟
考
す
べ
き
主
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
差
異
を
意
味
す

る
と
同
時
に
、
真
実
に
お
い
て
克
服
さ
れ
た
差
異
を
も
意
味
す
る
。
真
実

に
お
い
て
は
、
知
ら
れ
る
こ
と
は
認
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
、
し

た
が
っ
て
我
有
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
た
か
も
そ
の
他
者
性
か
ら
解

放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。真
理
に
お
い
て
、存
在
は
思
考
の
他
者
と
し
て
、

思
考-

認
識
（la pensée-savoir
）
に
固
有
の
物
（le propre

）
と
な
る
の

だ
」（Levinas, 1998: 68

）。
そ
こ
で
、
相
関
性
の
構
造
を
形
式
と
す
る
西

洋
思
想
、
と
り
わ
け
そ
の
認
識
に
お
い
て
、
真
に
外
在
的
な
他
者
は
存
在

せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
性
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。「
認
識
を

通
し
て
思
考
し
、（
あ
る
も
の
を
）
自
己
の
所
有
と
し
、
把
捉
し
、
現
前

に
還
元
し
、
存
在
の
差
異
を
再
現
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
知
ら
れ
た
他

者
性
を
我
有
化
し
、
把
握
す
る
活
動
な
の
だ
」（Levinas, 1998: 69
）。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、「
思
考
の
仕
事
が
物
と
人
と
の
す
べ
て
の
他
者
性
を

克
服
し
て
し
ま
う
」（Levinas, 1998: 73-74

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
ま
さ
に

こ
こ
に
西
洋
の
存
在
論
哲
学
の
伝
統
全
体
に
ま
つ
わ
る
暴
力
性
と
非
正

義
性
を
見
て
取
っ
た
。「
権
力
的
な
哲
学
、
存
在
論
、
同
一
性
を
問
い
た

だ
さ
れ
な
い
第
一
哲
学
、
そ
れ
は
非
正
義
の
哲
学
な
の
だ
」、
な
ぜ
な
ら

こ
う
し
た
哲
学
に
お
い
て
は
、「
自
由
が
正
義
に
先
立
ち
」、「
同
一
性
の

内
な
る
運
動
が
他
者
へ
の
責
務
に
先
立
つ
」（
列
维
纳
斯
、2016: 18/52

）

か
ら
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
至
る

西
洋
哲
学
の
主
流
を
な
す
伝
統
に
お
い
て
は
、
世
界
に
対
す
る
認
識
は
最

終
的
に
は
自
我
認
識
に
な
り
、
他
者
に
対
し
す
る
意
識
は
最
終
的
に
は
自

己
意
識
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
は
現
象
学
が
第
一
哲
学
と
な
っ
た
場

合
に
も
っ
と
も
顕
著
に
そ
れ
が
現
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
第
一
哲
学
が
追
及
す

る「
第
一
者
」は
、現
象
学
に
お
い
て
は
意
識
そ
れ
自
体
と
な
る
か
ら
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、「
第
一
哲
学
の
知
恵
は
、
自
己
意
識
（la conscience de soi

）

—

同
一
者
と
非
同
一
者
と
の
同
一
性—

に
還
元
さ
れ
る
。」（Levinas, 

1998: 73

）。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
自
己
意
識
」
は
広
義
の
、
伝
統
的

な
意
味
で
の
自
己
意
識
、
す
な
わ
ち
自
我
意
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己

意
識
あ
る
い
は
自
我
意
識
に
お
い
て
は
、
自
我
、
あ
る
い
は
意
識
し
て
い

る
自
己
は
、
い
か
な
る
外
在
性
に
も
遭
遇
で
き
な
い
。
そ
れ
は
い
く
ば
く

か
の
冒
険
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
最
終
的
に
は
自
己
に
還
り
、
自
己
と
同
一

化
す
る
の
だ
。 

こ
う
し
て
、
本
節
の
は
じ
め
に
提
示
し
た
三
つ
目
の
問
題
に
答
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
上
述
の
意
識
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
情
を
基
調
と
し
て
い
る
。

置
か
れ
た
境
遇
に
楽
し
み
を
覚
え
、
落
ち
着
き
自
足
し
た
気
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
れ
を
「
充
足
感
」（la bonne conscience

）
と
呼

ん
だ(

4)

。自
ら
に
安
ん
じ
、い
か
な
る
外
在
的
な
も
の
に
も
煩
わ
さ
れ
ず
、

つ
ね
に
安
ら
ぎ
を
得
て
い
る
状
態
で
あ
る
。「
対
象
の
う
ち
に
、
ま
た
還

元
の
命
令
の
う
ち
に
安
ら
ぎ
、
絶
対
的
な
確
実
さ
の
領
域
に
お
い
て
安
ら

い
で
い
る
」（R

olland, 1998: 37

）
状
態
で
あ
る
。
置
か
れ
た
境
遇
に
楽

し
み
を
覚
え
、気
が
か
り
が
な
く
、自
分
に
満
足
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
次
の
よ
う
に
言
う
と
お
り
、
つ

と
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

そ
れ
が
自
己
満
足
で
あ
り
、
主
権
で
あ
り
、
充
足
感
で
あ
り
、
ま
た
幸
福

な
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
」（Levinas, 1998: 71

）。
そ
こ
で
は
、

良
心
（
意
識
）(

5)
が
不
安
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
「
有
限

性
や
死
で
さ
え
も
、
存
在
の
充
足
感
を
問
い
た
だ
し
は
し
な
い
。······

有

限
性
と
死
は
認
識
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
能
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
だ
け
で

あ
る
」（Levinas, 1998: 75

）。
有
限
性
と
死
が
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
は
、

認
識
の
能
力
に
対
し
て
の
み
で
あ
り
、
他
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
同
一
化

の
合
法
性
や
正
当
性
に
対
し
て
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
す
べ
て

—

す
な
わ
ち
意
識
が
自
ら
の
う
ち
に
安
ら
い
、
意
識
が
根
本
的
に
充
足

感
で
あ
る
こ
と—

が
可
能
な
の
は
、
結
局
は
、
意
識
が
ま
ず
志
向
的
な

意
識
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
認
識

の
本
質
に
本
来
的
に
そ
な
わ
る
「
相
関
性
」
の
構
造
か
ら
出
発
し
、
そ
れ

を
原
型
と
し
て
意
識
や
思
考
が
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
次
の
こ
と
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
認
識
や
相
関
性
の
構
造

を
原
型
と
す
る
思
考
が
、
本
当
に
意
識
の
本
性
を
解
き
明
か
し
て
い
る
の

か
、
意
識
の
実
相
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
我
々
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
意
識
の
実
相
が
深
い
と
こ
ろ

に
隠
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
よ
り
深
い
意
識
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
な
ら
、

意
識
の
「
充
足
」「
自
足
」
も
ま
た
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の

か
。
こ
れ
こ
そ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
に
お
い

て
問
い
な
お
そ
う
と
し
た
問
題
で
あ
る
。「
こ
の
文
章
に
お
い
て
私
が
問

お
う
と
す
る
の
は
、
存
在
論
が
第
一
哲
学
と
み
な
さ
れ
て
以
来
、
認
識
と

し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
思
考
は
、
思
考
の
意
味
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を

す
で
に
汲
み
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
認
識
お
よ
び
認
識
に
よ

る
存
在
の
支
配
の
後
で
、
よ
り
切
迫
し
た
智
慧
が
出
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（Levinas, 1998: 77

）。 

認
識
と
し
て
理
解
さ
れ
た
思
考
の
基
本
的
な
形
式
が
相
関
性
の
構
造

で
あ
り
、
こ
う
し
た
相
関
性
の
構
造
こ
そ
が
同
一
化
の
暴
力
を
も
た
ら
す

の
だ
か
ら
、
上
述
の
問
題
の
実
質
は
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
で
あ
る
。

「
相
関
性
は
思
考
の
形
式
そ
れ
自
体
な
の
か
、
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

思
想
の
形
式
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
哲
学—

ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
思

想—

に
こ
う
し
た
形
式
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
」（R

olland, 

1998: 20

）。 
 

三
、
相
関
性
の
構
造
の
破
綻
と
自
己
意
識
と
し
て
の 

非
志
向
的
意
識 

 こ
の
二
つ
の
問
い
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
答
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、「
認
識
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
思
考
」
は
、

思
考
の
意
味
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
汲
み
尽
く
し
て
は
い
な
い
。
次
に
、

「
相
関
性
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
思
想
の
形
式
」
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
「
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
思
想
」—

す
な
わ
ち
哲
学—

に
こ
う
し

た
形
式
が
与
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
ギ
リ
シ
ア
に
由
来

す
る
思
想
」、
す
な
わ
ち
哲
学
や
存
在
論
以
外
に
、
志
向
性
や
そ
の
相
関
性
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の
構
造
を
原
型
と
し
な
い
思
考
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
お
い
て

「
よ
り
切
迫
し
た
智
慧
が
出
て
」
く
る
だ
ろ
う
。 

で
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
い
か
に
し
て
認
識
と
み
な
さ
れ
な
い
思
考
、
そ

れ
と
は
異
な
る
思
考—

第
一
哲
学
と
し
て
の
存
在
論
に
よ
る
支
配
を

免
れ
た
思
考—
を
見
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
、

「
我
々
は
か
つ
て
、
西
洋
哲
学
の
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象

学
に
お
い
て
志
向
性
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
踏
ま
え
、
志
向
性
か
ら
出

発
し
よ
う
と
し
て
い
た
」（Levinas, 1998: 77

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
も
と
も

と
、や
は
り「
志
向
性
」か
ら
出
発
し
て
思
考
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

た
だ
し
、「
志
向
性
」
か
ら
の
出
発
に
は
二
つ
の
道
が
あ
る
。
一
つ
目
は

フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
、
志
向
性
か
ら
出
発
し
て
対
象
や
世
界
を
理
解
し
、

最
終
的
に
は
世
界
が
世
界
で
あ
る
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
す
る
た

め
の
道
で
あ
る
。
こ
の
道
は
、
志
向
性
か
ら
世
界
へ
向
か
う
道
で
あ
る
。

志
向
性
か
ら
出
発
す
る
別
の
道
は
、
志
向
性
か
ら
出
発
し
た
の
ち
立
ち
返

っ
た
り
遡
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
志
向
性
の
先
に
あ
る
、
あ
る
い
は
志
向

性
の
奥
に
隠
さ
れ
て
い
る
よ
り
根
源
的
な
非
志
向
的
、
前
志
向
的
意
識
を

示
そ
う
と
す
る
道
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
存
在
論
と
は
異
な
る
、
さ
ら
に
は

存
在
論
に
先
立
つ
思
考
の
可
能
性
を
引
き
出
す
道
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の

道
こ
そ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
志
向
性
か
ら
出
発
し
て
た
ど
ろ
う
と
し
た
道
で

あ
る
。
こ
の
道
の
意
義
に
つ
い
て
、
ロ
ラ
ン
は
的
確
な
評
価
を
下
し
て
い

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
還
元
に
つ
い
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
理
解
を

議
論
し
た
際
、
彼
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
こ
こ
で
一
つ
問
い
が

提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
い
に
よ
っ
て
現
象
学
運
動
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
独
自
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
還
元
（
超

越
論
的
還
元—

引
用
者
）
は
、
そ
の
究
極
の
地
点
に
ま
で
行
き
着
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
思
考
の
意
味
に
つ
い
て
還
元
が
意
味
し
う
る
究
極
の

可
能
性
に
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、

こ
う
し
た
還
元
の
前
に
（avant

）、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
好
ん
で
用
い
る
言
い

方
を
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
還
元
に
先
立
っ
て
（antérieurem

ent-à

）、
別
の

還
元
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
の
か
。
事
物
（
対
象
）
を
そ
こ
に
作
用
し

て
い
る（
〜
に
つ
い
て
の
）意
識
に
遡
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、あ
る
意
識
、

こ
の
〜
に
つ
い
て
の
意
識
に
つ
い
て
の
意
識
に
遡
る
別
の
還
元
を
想
定

す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
」。
ロ
ラ
ン
は
こ
の
後
で
、
こ
う
し
た
意

識
が
ま
さ
に
「
前
志
向
的
」
意
識
だ
と
考
え
て
い
る
（R

olland, 1998: 

33-34

）。
さ
ら
に
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
し
た
が
っ
て
、
〜
に

つ
い
て
の
意
識—

志
向
性—

か
ら
、
い
か
な
る
対
象
に
指
図
す
る
こ

と
も
要
求
す
る
こ
と
も
し
な
い
「
意
識
」
に
遡
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
純
粋
な
（
い
か
な
る
「
〜
に
つ
い
て
の
」
か
ら
も
免
れ
た
）
意
識
、

そ
し
て
こ
う
し
た
意
識
と
し
て
、
思
考
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
意
識
へ

と
遡
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（R

olland, 1998: 34

）。 

確
か
に
、
対
象
に
向
か
う
志
向
的
意
識
か
ら
後
ろ
に
立
ち
返
り
、「
〜

に
つ
い
て
の
意
識
に
つ
い
て
の
意
識
」
に
遡
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
と
っ
た
道
筋
で
あ
る
。
我
々
は
彼
の
こ
の
道
筋
を
追
い
か
け
る
こ

と
に
し
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
識
に
対
し
て
行
っ
た
超
越
論
的
還
元
の

本
質
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
た
だ
ち
に
、
還
元
さ
れ
た

あ
と
の
こ
の
意
識
は
、
必
然
的
に
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
非
志
向
的
な
意
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識
で
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
し
か
し
還
元
さ
れ
た
こ
う
し
た
意
識

—
意
識
そ
れ
自
体
を
反
省
す
る
中
で
、
意
識
は
そ
れ
自
体
の
知
覚
作
用

と
科
学
的
作
用
を
世
界
の
対
象
と
し
て
新
た
に
発
見
し
掌
握
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
自
己
意
識
と
し
て
、
絶
対
的
存
在
と
し
て
規
定
す
る

—

は
、
つ
ね
に
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
非
志
向
的
な
意
識
で
あ
り
、
い

か
な
る
意
図
し
た
目
標
も
も
た
な
い
剰
余
部
分
の
よ
う
で
あ
る
」

（Levinas, 1998: 80

）。 

こ
う
し
た「
非
志
向
的
意
識
」を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
に
何
を
見
出
し
て
い
た
の
か
。
非
志
向
的
意
識
に
つ

い
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
理
解
を
説
明
す
る
前
に
、
ま
ず
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が

非
志
向
的
意
識
と
み
な
し
た
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
意
識
を
フ
ッ
サ
ー

ル
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

—

と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
志
向
的
意
識
も
必
ず
同
時
に
そ
れ
自
体
に

つ
い
て
の
非
志
向
的
意
識
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
示
し
た
の
は
、
ま
さ
に

フ
ッ
サ
ー
ル
だ
か
ら
だ
。
同
じ
非
志
向
的
意
識
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル

と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
違
い
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
な
理
由
で
、
倫
理
学
こ
そ
が
第
一
哲
学
で
あ
る
と
い
う
主
張
を

こ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
の
か
を
、
よ
り
明
晰
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て
、
意
識
が
働
い
て
い
る
中
で
そ
れ
自
体

に
つ
い
て
の
非
志
向
的
、
非
対
象
的
な
「
意
識
」
は
決
し
て
独
立
し
た
意

識
の
作
用
で
は
な
く
、
い
か
な
る
独
立
し
た
意
識
の
作
用
に
も
必
ず
そ
な

わ
る
非
独
立
的
な
要
素
、
付
随
的
な
要
素
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
が
働

い
て
い
れ
ば
、
そ
の
作
用
の
中
に
あ
る
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
非
対
象
的
、

前
反
省
的
な
「
原
意
識
」（
胡
塞
尔
、2010: 188

）、「
内
的
意
識
」（
耿
宁
、

2012: 219-220

）、
あ
る
い
は
「
自
識
」（
倪
梁
康
、2002: 389-399

）
な

の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
か
つ
て
、
は
っ
き
り
と
、「
す
べ
て
の
作
用

は
何
か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
し
か
も
ど
の
作
用
も
意
識
さ
れ
て
い

る
。
す
べ
て
の
体
験
は
、「
感
覚
さ
れ
て
」（em

pfunden

）
お
り
、
内
在

的
に
「
知
覚
さ
れ
て
い
る
」
も
の
（
内
的
意
識
）
な
の
で
あ
る
」（
胡
塞

尔
、2010: 188/178

）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
意
識
の
非
対
象
性
、
前
反

省
性
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
明
確
に

「
非
対
象
化
さ
れ
た
知
識
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
「
内
部
知
覚
」
や
「
哲
学

的
反
省
」
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（Levinas, 

1998: 80-81

）。
し
か
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
さ
ら
に
こ
う
し
た
意
識
を
「
非

志
向
的
意
識
」
や
「
前
志
向
的
意
識
」
と
呼
ん
で
、
そ
の
「
非
志
向
性
」

「
前
志
向
性
」
を
強
調
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
な
ぜ
こ
の
点
を
強
調
し
た

の
か
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
前
志
向
的
な
意
識
へ
と
遡
る
こ
と
で
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
は
少
な
く
と
も
相
関
性
の
構
造
か
ら
離
れ
、
知
識
の
桎
梏
か
ら
脱
す

る
方
法
を
見
つ
け
た
か
ら
だ
。上
述
の
と
お
り
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、

存
在
論
を
第
一
哲
学
と
す
る
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
に
は
他
者
に
対
す
る

暴
力
が
あ
ふ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
幹
は
、
こ
の
「
相
関
性
」
と
い
う
思

考
形
式
に
由
来
す
る
の
だ
。
志
向
的
な
意
識
の
背
後
に
あ
る
い
は
そ
の
前

に
、
よ
り
本
来
的
な
非
志
向
的
意
識
、
し
た
が
っ
て
相
関
性
の
形
式
を
逸

脱
し
た
意
識
が
さ
ら
に
存
在
す
る
こ
と
を
い
ま
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

自
然
に
相
関
性
を
基
本
的
形
式
と
す
る
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
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点
に
た
ど
り
着
い
た
か
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
引
き
続
き
、

前
反
省
的
な
非
志
向
的
意
識
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
考
に
戻
り

た
い
。 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
意
識
は
本
質
的
に
は
、
働
い
て
い

る
意
識
の
そ
れ
自
体
に
対
す
る
非
対
象
的
な
意
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ケ
ル
ン
が
言
う
よ
う
に
、「
志
向
の
体
験
が
つ
ね
に
非
対
象
的
に
そ
れ
自

体
を
み
ず
か
ら
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
原
意
識

も
あ
る
程
度
は
よ
り
明
確
に
「
自
己
意
識
」
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
よ

う
」（
耿
宁
、2012: 220

）。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
「
自
己
意
識
」
は
、

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
伝
統
的
な
西
洋
哲
学
の
本
質
を

描
き
出
す
の
に
用
い
た「
自
己
意
識
」と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、「
自
己
意
識
」
は
具
体
的
な
意
識
の
作
用
が

働
い
て
い
る
最
中
の
そ
れ
自
体
に
対
す
る
非
対
象
的
な
知
覚
で
あ
る
が
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
、「
自
己
意
識
」
は
西
洋
哲
学
に
お
け
る
知
識

と
存
在
と
の
関
係
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
あ
る
点
で
は
共
通
す
る
。
そ
れ
は
ど
ち
ら
の
「
自
己
意
識
」
に
お

い
て
も
、
絶
対
的
な
他
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ

ー
ル
の
場
合
は
、
も
と
も
と
そ
れ
自
体
に
対
す
る
非
対
象
的
な
意
識
だ
か

ら
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
用
法
で
は
、
他
者
の
他
者
性
が
克
服
さ
れ
消

去
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
戻
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
な
ぜ
、
志
向
的
意
識
の
中
に

非
対
象
的
、
非
反
省
的
な
付
随
意
識
あ
る
い
は
原
意
識
を
確
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
意
識
を
根
拠

と
し
て
世
界
の
可
能
性
や
所
与
性
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ま
ず

意
識
そ
れ
自
体
の
明
白
な
所
与
性
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
保

証
そ
れ
自
体
も
ま
た
、
無
限
後
退
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
別
の
も
の
に
よ
っ

て
担
保
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
識
の
た
め
に
そ
れ
が
を
保

証
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
自
己
意
識
と
し
て
の
原
意
識
で
あ
り
、
こ
の

原
意
識
が
、
存
在
論-

認
識
論
に
お
い
て
、
意
識
に
対
す
る
、
し
た
が
っ

て
究
極
的
に
は
世
界
に
対
す
る
最
終
的
な
担
保
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
に
お
い
て
、
原
意
識
の
働
き
は
、
唯
識
学
で
説
か
れ
る
「
自
証
分
」

に
類
似
す
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
担
保
が
あ
る
た
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

現
象
学
は
み
ず
か
ら
第
一
哲
学
と
な
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ま
さ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
自
己
意
識

の
働
き
が
存
在
論
的-

認
識
論
的
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
意
識
は
倫
理
に

お
い
て
は
価
値
に
関
わ
ら
ず
、中
立
的
で
あ
り
、別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

根
本
的
に
非
倫
理
的
な
の
だ
。 

と
は
い
え
以
上
の
こ
と
は
、
非
志
向
的
意
識
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル

の
理
解
で
し
か
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
理
解
は
本
当
に
、
非
志
向
的

意
識
の
実
情
そ
の
も
の
を
言
い
当
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方

を
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
非
志
向
的
意
識
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
事
態
を

正
し
く
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
だ
こ
う
し
た

非
志
向
的
意
識
の
存
在
を
認
め
た
だ
け
で
、
問
題
の
鍵
は
単
に
こ
う
し
た

意
識
の
存
在
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
な

の
だ
。「
前
反
省
的
で
、
ひ
っ
そ
り
と
志
向
的
意
識
に
付
随
し
て
い
る
と
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考
え
ら
れ
て
い
る······

非
反
省
的
な
意
識
に
お
い
て
、
い
っ
た
い
何
が
起

こ
っ
て
い
る
の
か
」（Levinas, 1998: 83

）。 
そ
う
、こ
こ
で
、志
向
的
意
識
に
先
立
つ
非
志
向
的
な
意
識
の
次
元
で
、

い
っ
た
い
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
い
っ
た
い
何
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
注

意
を
払
わ
な
か
っ
た
の
か
。 

 

四
、
不
安
意
識
と
し
て
の
非
志
向
的
意
識
と
異
他
意
識 

  

上
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
存
在
論-

認
識
論
の
観
点
か
ら
こ

う
し
た
非
志
向
的
な
意
識
を
理
解
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
前
反
省

的
意
識
は
決
し
て
独
立
し
た
意
識
の
作
用
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、

お
そ
ら
く
非
独
立
的
、
非
対
象
的
な
「
認
識
」
や
「
知
」
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
さ
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
い
た
だ
す

点
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
う
問
う
て
い
る
、「
厳
密
に
言
え
ば
、

前
反
省
的
な
自
己
意
識
の
「
認
識
」
は
、
本
当
に
「
認
識
」
な
の
だ
ろ
う

か
」（Levinas, 1998: 85

）。
明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
前
反
省
的
で
非
志
向

的
な
意
識
を
「
認
識
」
モ
デ
ル
か
ら
解
放
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
こ
の
論
文
の
最
終
的
な
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
「
認

識
」
で
な
い
と
す
れ
ば
、「
隠
蔽
さ
れ
た
認
識
」（Levinas, 1998: 86

）
で

す
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
し
て
ま
っ
た
く
「
認
識
」
と
関
係
な
い
の
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
識
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
ま
ず
、
こ
う
し
た
意
識
は
「
あ
ら
ゆ
る
志
向
に
先
立
つ

漠
然
と
し
た
意
識
、
隠
れ
た
意
識—

あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
志
向
か
ら
抜

け
出
た
持
続—

で
あ
り
、
作
用
で
は
な
く
純
粋
な
受
動
性
で
あ
る
」

（Levinas, 1998: 85

）
と
考
え
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な

受
動
性
」
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
自
我
の
主
動
性
に
対
し
て
絶
対
的
な
外
部
に
あ
り
、
ま
っ
た

く
「
逆
行
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」「
老
い
の
過
程
」
の
よ
う
で
あ
る

（Levinas, 1998: 86

）。
で
は
「
老
い
の
過
程
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
。
ロ
ラ
ン
の
解
釈
を
挙
げ
る
な
ら
、「
老
い
の
過
程
は
、
時
間
化

を
、
時
間
の
流
れ—

時
間
の
喪
失—

と
し
て
実
現
す
る······

つ
ま
り

は
、
老
い
の
過
程
は
、
過
去
が
過
去
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
し
て
お

く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
老
い
は
そ
の
隔
時
性
と
時
間
性

を
実
現
す
る
」（Levinas, 1998: 117, note 13

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
ら

ゆ
る
志
向
か
ら
抜
け
出
た
持
続
と
し
て
の
非
志
向
的
意
識
は
、
一
種
の
時

間
ま
た
は
時
間
性
で
あ
る
が
、「「
過
去
把
持
」（rétentions

）
と
「
未
来

予
持
」（protentions

）
と
の
た
わ
む
れ
に
よ
っ
て
志
向
性
か
ら
構
造
化
さ

れ
る
」、「
全
体
」
と
し
て
の
統
一
さ
れ
た
時
間
で
は
な
く
、
断
裂
し
た
、

真
の
隔
時
的
な
時
間
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
過
去
が
過
去
の
う
ち
に
と

ど
ま
」
り
、「
過
去
を
再
建
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
回
想
作
用
も
」
過

去
を
新
た
に
再
現
前
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
未
来
予
持
」
や
「
過

去
把
持
」
や
「
原
印
象
」
か
ら
構
造
化
さ
れ
る
時
間
が
明
る
み
に
さ
れ
た

時
間
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
こ
れ
と
は
異
な
る
「
隠
れ
た
」
時
間
で
あ
る

（Levinas, 1998: 86

）。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
隠
れ
た

時
間
」
と
し
て
の
「
時
間
性
」
は
、「
隠
れ
た
も
の
の
含
意
〔l’im

plication 

de l’im
plicite

〕
と
な
り
」、「
隠
蔽
さ
れ
た
知
識
の
よ
う
な
あ
り
方
と
は
異
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な
る
仕
方
で
示
さ
れ
」、「
未
来
と
過
去
の
現
前
や
非
現
前
が
再
現
前
す
る

の
と
は
別
の
仕
方
で
示
さ
れ
る
」（Levinas, 1998: 86

）。
こ
う
し
た
違
い

は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
一
種

の
時
間
と
し
て
の
非
志
向
的
な
意
識
は
、
も
は
や
自
己
と
同
一
化
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
識
の
よ
う
に
他
者
を
消
去
し
、
他
者
性
を
克

服
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
同
一
化
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、「
未
来
と
過

去
の
非
現
前
の
再
現
前
」
の
よ
う
に
自
己
同
一
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

逆
に
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
常
に
自
己
に
追
い
つ
か
な
い
の
で
あ
り
、
自

己
を
堅
持
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
「
自
己
認
識
（savoir de 

soi

）
を
指
す
と
い
う
よ
り
は
、
現
前
の
抹
消
や
現
前
か
ら
の
退
引
だ
と
言

っ
た
方
が
よ
い
」。
し
た
が
っ
て
、「
純
粋
持
続
の
持
続
」
と
し
て
の
意
識

は
、「
堅
持
さ
れ
え
な
い
存
在
の
非
介
入
」、「
こ
っ
そ
り
爪
先
立
ち
す
る

よ
う
な
存
在
、
存
在
し
よ
う
と
し
な
い
存
在
」、「
自
己
を
堅
持
し
な
い
瞬

間
の
機
制
〔instance de l’instant sans l’instance du m

oi
〕」
と
な
っ
て
表

れ
る
の
だ
（Levinas, 1998: 86-87

）。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
意
識
は
次
の
二
つ
の
特
徴
を
も
つ
こ
と

に
な
る
。 

 

ま
ず
、
こ
の
意
識
は
、
自
己
同
一
化
を
達
成
で
き
ず
、
常
に
自
己
に
対

し
て
落
後
し
、
自
己
か
ら
脱
落
し
、
自
己
の
う
ち
で
保
証
を
得
ら
れ
ず
、

「
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
」。
つ
ま
り
、「
意
識
の
非
志
向
性
に
お
い
て
、

意
識
が
意
欲
と
な
る
手
前
で
、
あ
ら
ゆ
る
過
ち
に
先
立
っ
て
、
非
志
向
的

な
同
一
化
に
お
い
て
、
同
一
性
は
自
己
の
確
証
が
得
ら
れ
る
手
前
で
撤
退

し
、
同
一
化
が
自
己
へ
の
回
帰
を
果
た
し
て
堅
持
さ
れ
る
手
前
で
不
安
に

お
の
の
く
」。
次
に
、「
非
志
向
的
な
意
識
」
で
あ
る
た
め
、
こ
の
意
識
は

「
志
向
は
あ
る
が
目
標
は
な
く
、······

心
安
ら
か
に
腰
を
落
ち
着
け
る
人

が
そ
な
え
て
い
る
よ
う
な
防
御
マ
ス
ク
も
な
い
」（Levinas, 1998: 86-87

）。

つ
ま
り
、
意
識
は
そ
の
対
象
に
お
い
て
も
保
証
さ
れ
な
い
の
だ
。 

 

別
の
表
現
を
す
る
な
ら
、
ロ
ラ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
意
識
は
、
同

一
の
志
向
的
意
識
が
持
つ
よ
う
な
内
外
両
面
で
の
「
確
実
性
」
を
す
べ
て

剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
だ
（R

olland, 1998: 37

）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

そ
れ
は
「
ま
ず
い
意
識
」「
疚
し
い
心
」
と
な
っ
て
表
れ
る
。
つ
ま
り
、「
非

志
向
的
な
も
の
が
含
意
し
て
い
る
不
安
感
（m

auvaise conscience

）」、「
疚

し
さ
、
気
後
れ
」(Levinas, 1998: 86-87)

で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
識
の
「
不
安
」
が
も
し
こ
の

両
面—

つ
ま
り
、自
己
同
一
で
き
ず
、自
己
に
安
ら
う
こ
と
が
で
き
ず
、

自
己
に
お
い
て
確
実
性
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
志
向
を

も
た
ず
、
対
象
に
お
い
て
確
実
性
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と—

だ
け

か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
こ
の
「
不
安
」
に
そ
な
わ
っ
て
い

る
の
は
理
論
的
な
内
容
に
す
ぎ
ず
、
倫
理
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
し
か
し

さ
ら
に
問
う
な
ら
、
こ
の
意
識
は
な
ぜ
自
己
に
安
ら
い
自
己
と
同
一
化
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
さ
ら
な
る
問
い
か
ら
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は

「
不
安
感
」
の
倫
理
的
内
容
を
取
り
出
し
て
示
す
。
な
ぜ
な
ら
不
安
感
が

自
己
に
安
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
最
終
的
に
は
「
非
志
向
的
な
も

の
は
、
は
じ
め
か
ら
受
動
的
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
、
目
的
格
こ
そ
が
そ

の
第
一
の
格
で
あ
る
」(Levinas, 1998: 89

）
か
ら
だ
。
こ
れ
が
意
味
す
る

の
は
、
非
志
向
的
な
も
の
は
、
は
じ
め
か
ら
他
人
か
ら
訴
え
ら
れ
、
選
び
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出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
目
的
格
が
そ
の
第
一
の
格
で
あ
り
、
ほ

か
に
選
択
は
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、「
そ
れ
は
罪
を
犯
し
て
い
な
い

が
、
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
現
前
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
責
任
を
負
っ
て

い
る
」
（Levinas, 1998: 87

）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
不
安
」
は
も

は
や
、
自
己
と
の
同
一
化
で
き
な
い
こ
と
や
対
象
に
お
い
て
確
実
性
を
得

ら
れ
な
い
こ
と
と
い
っ
た
理
論
的
な
意
味
に
限
定
さ
れ
ず
、
倫
理
的
な
意

味
を
そ
な
え
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
倫
理
的
側
面
は
二
つ
の
面
で
表

さ
れ
る
。 

 

ま
ず
、
自
己
の
存
在
の
正
当
性
が
弁
護
さ
れ
な
い
と
い
う
不
安
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
言
う
、
こ
の
非
志
向
的
な
意
識
は
「
い
か
な
る
も
の
に
も

ま
だ
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
か
な
る
弁
護
も
得
ら
れ
て
い
な
い
状
態
に

と
ど
ま
り
」、「
ど
の
場
所
に
も
立
ち
入
ろ
う
と
せ
ず
」「
祖
国
を
持
た
ず
」

「
家
を
持
た
な
い
」「
大
地
の
異
邦
人
」
の
よ
う
で
あ
る
、
と
（Levinas, 

1998: 87-88

）
。
一
言
で
い
う
な
ら
、
そ
の
存
在
は
自
然
に
正
当
化
さ
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
弁
護
を
要
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
不
安
感
」
は
、

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
存
在
の
権
利
に
対
す
る
問
い
た
だ
し
な
の
だ
。

「
そ
れ
は
存
在
の
肯
定
、
存
在
の
強
固
さ
に
対
す
る
問
い
た
だ
し
で
あ
る

······

。
生
命
や
心
理
や
社
会
の
力
か
ら
、
あ
る
い
は
超
越
論
的
主
権
か
ら

意
味
を
す
で
に
獲
得
し
た
絶
対
的
自
我
が
、
あ
た
か
も
そ
の
不
安
感
へ
と

改
め
て
回
帰
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」(Levinas, 1998: 88-89)

。
こ
の
意

味
で
、
不
安
感
の
も
つ
倫
理
的
側
面
は
、
我
々
の
存
在
は
決
し
て
生
ま
れ

も
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
弁
護
を
要
す
る
と
い
う
こ

と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。 

 

で
は
、
誰
が
我
々
の
存
在
の
権
利
と
正
当
性
を
問
い
た
だ
し
て
い
る
の

か
。
そ
れ
は
、
他
者
で
あ
る
。
他
者
が
私
と
面
と
向
か
い
合
い
、
私
の
現

象
の
秩
序
に
侵
入
し
て
く
る
と
き
、
他
者
は
我
々
の
存
在
の
正
当
性
を
問

い
た
だ
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
私
を
訴
え
、
他
者
に
対
す
る
私
の
暴
力

を
指
弾
す
る
。
私
は
「
罪
を
犯
し
て
い
な
い
が
」、「
私
が
世
界
の
中
に
存

在
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
私
が
「
陽
の
あ
た
る
場
所
」
に
い
る
こ
と
、
我

が
家
、こ
れ
ら
は
他
の
人—

私
は
そ
の
人
を
す
で
に
虐
げ
、飢
え
さ
せ
、

第
三
世
界
に
追
い
や
っ
た
の
で
は
な
い
か—

に
帰
属
す
る
場
所
を
す

で
に
侵
害
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
す
で
に
し
て
、
排

斥
、
駆
逐
、
追
放
、
剥
奪
、
殺
戮
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
（Levinas, 1998: 

93

）
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
が
私
と
面
と
向
か
い
合
う
だ
け
で
、
そ
の
顔

が
私
に
向
か
っ
て
表
出
し
、
語
り
か
け
、
私
を
私
自
身
か
ら
引
き
離
し
、

他
者
の
人
質
と
し
、
深
い
「
不
安
」
に
陥
ら
せ
、
私
が
他
者
に
答
え
、
応

諾
し
、
他
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
よ
う
求
め
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
不
安

感
」
の
二
重
の
倫
理
的
内
容
で
あ
り
、
そ
の
最
も
重
要
な
内
容
で
あ
る
。

「
そ
の
表
出
、
そ
の
可
死
性
に
お
い
て
顔
と
向
か
い
合
う
こ
と
は
、
私
を

召
喚
し
、
私
に
要
求
し
、
私
に
懇
願
す
る
。
他
者
の
顔
と
面
と
向
か
い
合

う
者
に
と
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
、
純
粋
な
他
者
性
を
も
ち
、
い

か
な
る
全
体
か
ら
も
あ
る
仕
方
で
分
離
さ
れ
た
死
が
、
私
の
せ
い
で
あ
っ

た
か
の
よ
う
に
」
（Levinas, 1998: 96

）
。 

 
し
た
が
っ
て
、
こ
の
不
安
感
、
倫
理
的
な
疚
し
さ
は
、
結
局
、
他
者
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
に
帰
着
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
他
者

が
私
の
意
識
に
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
他
者
が
私
の
意
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識
に
侵
入
す
る
た
め
に
、
私
は
自
分
自
身
か
ら
離
れ
出
ざ
る
を
え
な
い
。

「
な
ぜ
な
ら
、「（
私
の
）非
志
向
的
な
意
識
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
」は
、

そ
の
意
識
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
外
か
ら—

明
ら
か
に
、
他
者

の
介
入
に
よ
っ
て—

そ
の
意
識
に
到
来
す
る
か
ら
だ
。こ
う
し
て
、（
不

安
感
の
）
倫
理
的
意
味
が
構
成
さ
れ
る
」(R

olland, 1998: 46)

。
そ
の
た

め
、
こ
の
不
安
感
は
他
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
他
者
の

た
め
に
形
成
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
徹
底
的
な
他
な
る
意
識
な

の
で
あ
る
。レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、こ
う
し
た
不
安
感
と
、ハ
イ
デ
ガ
ー
の「
不

安
」
や
「
恐
れ
」
と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
場
合
は
、

「
他
者
の
た
め
の
恐
れ
、
他
者
の
死
に
つ
い
て
の
恐
れ
」
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
私
の
恐
れ
で
は
あ
る
が
、
断
じ
て
自
分
自
身
に
お
び
え
る
の
で
は
な

い
」
（Levinas, 1998: 102

）
。
逆
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
恐
れ
」

や
「
不
安
」
は
、
最
終
的
に
は
「
現
存
在
」
自
身
の
た
め
で
あ
り
、
最
終

的
に
自
分
自
身
に
回
帰
す
る
。一
方
、レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
示
す
不
安
感
で
は
、

「
他
者
の
た
め
の
恐
れ
は
、
私
の
死
の
た
め
の
不
安
に
回
帰
し
な
い
。
そ

れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
現
存
在
の
存
在
論
を
超
え
出
て
お
り
、
現
存
在
そ

れ
自
体
の
側
か
ら
見
て
、
現
存
在
が
感
じ
る
存
在
の
充
足
感
を
超
え
出
て

い
る
。
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
る
中
で
、
倫
理
的
な
目
覚
め
、
警
戒
が
生
じ

る
の
だ
」（Levinas, 1998: 103

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
西
洋
哲
学

は
存
在
と
存
在
者
の
間
の
存
在
論
的
差
異
を
忘
却
し
、
存
在
を
存
在
者
と

み
な
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
彼
は
存
在
論
的
差
異
を
提
示
し
、
存

在
の
意
味
の
問
題
を
提
起
し
な
お
し
た
。
し
か
し
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
か
ら
す
れ

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
差
異
に
つ
い
て
の
思
考
は
、
自
我
や
現
存

在
の
存
在
自
体
に
つ
い
て
の
正
当
性
を
問
い
た
だ
し
て
は
お
ら
ず
、
自
己

と
他
者
と
の
倫
理
的
差
異
に
鈍
感
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
後
期
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
倫
理
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
も
の
の
、「
倫
理
」
と
い
う
こ

と
ば
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
意
味
、
住
む
こ
と
、
住
処
、
居
場
所
と
い
っ
た
意

味
で
議
論
さ
れ
、
自
我
と
他
者
と
の
倫
理
的
な
差
異
に
関
わ
る
も
の
で
は

な
い
。 

 

最
後
に
議
論
す
べ
き
問
題
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
う
し
た
他
な
る
意

識
、
不
安
感
と
し
て
の
非
志
向
的
な
意
識
か
ら
出
発
し
て
、
ど
の
よ
う
に

倫
理
学
こ
そ
が
第
一
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

 

五
、
不
安
感
と
し
て
の
根
源
的
意
識 

—

倫
理
学
は
い
か
に
し
て
第
一
哲
学
と
な
る
の
か 

 

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
ど
の
よ
う
な
意

味
で
第
一
哲
学
を
理
解
し
て
い
る
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。

「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
の
冒
頭
、「
我
々
の
哲
学
伝
統
で
は
、

利
害
関
心
を
離
れ
た
思
考
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
知
識
と
存
在
と
の

相
関
性
、こ
れ
が
知
性
の
占
め
る
位
置
そ
の
も
の
で
あ
り
、意
味（le sens

）

の
出
現
そ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。し
た
が
っ
て
、存
在
の
把
握
、

す
な
わ
ち
存
在
す
る
と
い
う
動
詞
の
意
味
論
が······

第
一
哲
学
と
な
っ
た

の
で
あ
る
」
（Levinas, 1998: 67

）
。
た
だ
こ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
彼

ら
の
、
す
な
わ
ち
西
洋
の
哲
学
伝
統
で
、
何
が
第
一
哲
学
と
み
な
さ
れ
て
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き
た
か
を
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
第
一
哲
学
そ
れ
自
体
に
含
ま
れ
る
意

味
が
何
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
第
一
哲
学
そ
れ
自
体
に
含
ま
れ
る
意
味

に
つ
い
て
は
、我
々
は
別
の
と
こ
ろ
で
議
論
し
た
が（
朱
刚
、2017: 64-65

を
参
照
）、
こ
こ
で
か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
、

フ
ッ
サ
ー
ル
、
マ
リ
オ
ン
ら
を
含
む
現
象
学
に
至
る
ま
で
、
第
一
哲
学
と

は
最
も
重
要
な
も
の
、
最
も
優
先
さ
れ
る
も
の
に
関
わ
る
、
始
ま
り
の
学

問
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
重
要
視
さ
れ
る
も
の
、
始
ま
り
と
さ
れ
る
も
の

の
違
い
に
よ
っ
て
、
第
一
哲
学
は
異
な
る
形
態
を
と
っ
た
。
存
在
論
と
し

て
の
第
一
哲
学
、
神
学
と
し
て
の
第
一
哲
学
も
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
倫
理
学
と
し
て
の
第
一
哲
学
も
あ
る
。
実

際
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
も
確
か
に
こ
う
し
た
意
味
で
第
一
哲
学
と
い
う
術
語
を

用
い
て
い
る
。
例
え
ば
彼
が
『
全
体
性
と
無
限
』
で
伝
統
的
な
第
一
哲
学

を
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
伝
統
的
な
第
一
哲
学
が
存
在
を
最

終
的
な
根
源
、
始
ま
り
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
伝
統
的
な
第
一

哲
学
に
対
す
る
こ
う
し
た
批
判
は
、
こ
の
論
文
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫

理
学
」
に
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
彼
は
、
真
っ
向
か
ら
異
を
唱

え
、
み
ず
か
ら
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
倫

理
的
な
事
物
こ
そ
が
最
も
原
初
的
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
倫
理
的
問
題
こ

そ
が
最
高
の
、
あ
る
い
は
最
も
重
要
な
哲
学
の
問
題
だ
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。 

で
は
倫
理
的
な
も
の
と
は
何
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
は
、
上
述
し

た
よ
う
な
倫
理
的
な
非
志
向
的
意
識
、
す
な
わ
ち
不
安
感
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
こ
の
不
安
感
が
な
ぜ
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
最
も
重

要
で
、
最
も
原
初
的
だ
と
言
え
る
の
か
。 

そ
れ
は
や
は
り
、
最
重
要
性
あ
る
い
は
原
初
性
の
理
解
に
関
わ
っ
て
い

る
。
第
一
哲
学
と
は
、
根
源
、
始
ま
り
、
あ
る
い
は
最
重
要
な
も
の
の
探

求
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
学
に
よ
れ
ば
、
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
第
一
哲

学
の
試
み
は
一
つ
の
例
外
も
な
く
失
敗
し
て
き
た
。
そ
の
原
因
は
、
い
ず

れ
も
必
要
な
も
の
と
し
て
第
一
者
を
想
定
し
、
そ
れ
を
明
晰
判
明
に
そ
れ

自
体
に
与
え
た
り
、
探
求
し
て
い
る
者
自
身
に
与
え
た
り
す
る
こ
と
の
な

い
哲
学
思
考
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
現
象
学
が
出
現
し
た

か
ら
こ
そ
、
第
一
哲
学
を
正
し
く
実
現
す
る
た
め
の
可
能
性
が
提
供
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
自
体
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
除
い
て
、

何
か
他
に
想
定
す
る
も
の
を
現
象
学
は
受
け
入
れ
な
い
か
ら
だ(

6)

。で
は
、

現
象
学
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
に
与
え
ら
れ
た
原
初
の
も
の
、
最
も
重
要

な
も
の
と
は
何
か
。
現
象
学
者
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
そ
れ
自
体
に
贈
与

さ
れ
る
原
初
の
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
他
で
も
な
く
、
意
識
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
意
識
の
原
初
的
な
形
態
、
本
来
的
な
形
態
と
は
何
か
。
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
倫
理
的
な
「
不
安
感
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
現
象
学
に
よ
れ
ば
、
前
志
向
的
、
非
志
向
的
な
付
随
意
識
、
自
己

意
識
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
意
識
の
自
己
贈
与
が
可
能
に
な
る
か
ら
だ
。

こ
の
意
味
で
、
自
己
贈
与
で
あ
る
自
己
意
識
こ
そ
が
最
も
原
初
的
な
意
識

の
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
つ
い
て
述
べ
た

と
お
り
、
こ
の
前
志
向
的
、
非
志
向
的
な
自
己
意
識
は
、
ま
さ
に
倫
理
的

な
「
不
安
感
」
で
あ
る(

7)

。
ロ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
不
安
感
は
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
意
識
の
根
源
的
状
態
、「
根
源
的
次
元
」（un niveau 
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originaire

）
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
志
向
的
意
識
に
還
元
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
志
向
的
意
識
の
低
次
の
段
階
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

ロ
ラ
ン
は
さ
ら
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
で

「
記
し
た
す
べ
て
の
文
脈
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
」
の
は
、
こ
こ
で
述
べ

ら
れ
た
「
根
源
的
次
元
」
で
あ
り
、
徹
底
的
に
追
及
す
る
思
想
は
、
ま
ず

こ
の
根
源
的
次
元
を
研
究
の
任
務
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
い
て

い
る
（R

olland, 1998: 36
）
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
的
な
不
安
感
こ
そ
が

意
識
の
「
根
源
的
次
元
」
、
意
識
の
原
初
状
態
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
最

初
に
自
己
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
に
と
っ
て
最

初
の
も
の
を
探
求
す
る
学
問
と
し
て
の
第
一
哲
学
は
、
明
ら
か
に
倫
理
学

以
外
に
あ
り
え
ず
、
し
か
も
現
象
学
と
し
て
の
倫
理
学
以
外
に
あ
り
え
な

い
。 以

上
が
、
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
一

の
論
証
で
あ
る
。 

第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
第
二
の
論
証

は
、
他
者
に
対
す
る
私
の
責
任
の
「
無-

起
源
性
」
を
論
じ
る
な
か
で
展

開
さ
れ
る
。
こ
の
「
無-

起
源
性
」
が
指
し
示
す
の
は
、「
私
の
自
由
に
先

立
つ
」
責
任
、「
私
の
中
の
い
か
な
る
始
ま
り
に
も
先
立
つ
」、「
い
か
な

る
現
前
に
も
先
立
つ
」
責
任
、「
記
憶
す
る
こ
と
も
再
現
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
過
去
の
中
」
に
あ
り
、「
一
度
も
現
前
せ
ず
、
何
か
に
つ
い
て
の

い
か
な
る
意
識
（conscience de…

）
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
過
去
の
中
に
あ

る
」
責
任
で
あ
る
（Levinas, 1998: 98

）
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
に
対
す

る
始
ま
り
な
き
こ
う
し
た
責
任
は
、
還
元
で
き
な
い
「
根
源
性
」
を
そ
な

え
て
い
る
。
私
が
あ
る
道
徳
法
則
を
守
る
こ
と—

そ
れ
は
理
性
の
自
己

同
一
性
を
証
明
す
る
に
す
ぎ
な
い—

に
も
還
元
で
き
ず
、
私
の
共
感
の

本
能—

こ
う
し
た
本
能
は
最
終
的
に
は
や
は
り
感
性
の
次
元
か
ら
私

の
自
己
同
一
性
に
確
証
を
与
え
よ
う
と
す
る—

に
も
還
元
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
他
者
へ
の
責
任
は
、
存
在
論
に
先
立
ち
、
さ
ら
に
言
え
ば
存
在

論
と
関
係
の
な
い
構
造
に
由
来
す
る
。
私
は
他
者
に
よ
っ
て
始
ま
り
も
な

く
糾
弾
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
『
存
在
と
は
別
の
仕
方
で
、
あ
る
い
は
存
在

の
彼
方
へ
』
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
他
者
に
対
す
る
始
ま
り
な
き
私

の
責
任
の
学
を
「
無-

起
源
学
」（
朱
刚
、2016: 166-178

）
と
呼
ん
で
い

て
、
第
一
哲
学
と
は
呼
ん
で
い
な
い
。
確
か
に
、
責
任
に
つ
い
て
の
「
無

-

起
源
学
」は
、す
で
に
伝
統
的
な
第
一
哲
学
の
形
態
を
超
え
出
て
い
る
。

し
か
し
、
伝
統
的
な
第
一
哲
学
が
確
立
し
た
始
ま
り
を
超
出
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
「
無-

起
源
」
と
言
う
ほ
か
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
第
一
哲
学

の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
形
態
だ
と
み
な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
は
ず
だ
。 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
対
す
る
第
三
の

論
証
は
、
哲
学
の
最
高
の
問
題
が
倫
理
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら

行
わ
れ
る
。
根
源
的
意
識
が
不
安
感
な
の
だ
か
ら
、
哲
学
の
最
高
の
問
題

は
、
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
で
は
な
く
、
不
安
感
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
問
題
で
あ
る
。「
最
初
の
問
題
は
、
不
安
感
に
由
来
す
る
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
不
安
感—

私
の
死
や
苦
痛
が
与
え
る
も
の
と
は
別
の
不

安
定
性
。
そ
れ
は
私
の
（
存
在
に
対
す
る
）
素
朴
な
執
着
に
そ
な
わ
る
何

は
ば
か
る
こ
と
の
な
い
自
発
性
を
打
ち
切
り
、
私
が
存
在
す
る
権
利
を
問

い
た
だ
す
。
こ
の
存
在
は
す
で
に
し
て
、
他
者
の
死
に
対
す
る
私
の
責
任
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な
の
だ
。」
こ
の
不
安
感
に
由
来
す
る
問
題
を
具
体
的
に
言
う
な
ら
、「
存

在
は
い
か
に
し
て
（
他
者
の
顔
の
前
で
）
自
己
の
正
当
性
を
弁
護
し
う
る

か
」
（Levinas, 1998: 108-109

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ロ
ラ
ン
は
、
は

っ
き
り
と
、
こ
の
問
題
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
文
章
（「
第
一
哲
学
と

し
て
の
倫
理
学
」—

引
用
者
）
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
哲

学
的
著
作
が
触
れ
よ
う
と
し
て
い
る
究
極
の
意
味
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
（R

olland, 1998: 49

）
。 

し
た
が
っ
て
、
哲
学
の
最
高
の
問
題
あ
る
い
は
最
終
的
な
問
題
と
い
う

点
か
ら
、
何
が
第
一
哲
学
か
を
判
断
す
る
な
ら
、
我
々
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に

従
っ
て
確
か
に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
第
一
哲
学
と
な
る
の

は
、
も
は
や
存
在
の
意
味
に
関
す
る
存
在
論
で
は
な
く
、「
存
在
の
正
義

に
関
わ
る
倫
理
学
で
あ
る
」
（Levinas, 1998: 109
）
、
と
。 

（
志
野
好
伸
訳
） 
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注 
 (

1) 

も
ち
ろ
ん
マ
リ
オ
ン
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』

で
行
っ
た
努
力
が
成
功
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
る
。
マ

リ
オ
ン
は
一
九
七
七
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
存
在
よ
り
も
存

在
者
を
優
先
し
た
と
し
て
も
、
他
者
を
神
聖
不
可
侵
な
も
の
と
し
て
突

出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
な
ぜ
な
ら
存
在
論
的
差

異
を
転
倒
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
で
し
か
な
い
か

ら
だ
。······

一
言
で
い
う
な
ら
、
存
在
者
が
存
在
に
対
し
て
相
対
的
に
突

出
し
て
も
、
存
在
論
を
超
え
て
他
者
へ
と
向
か
え
な
い
と
い
う
こ
と
に

疑
問
の
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
突
出
は
そ
れ
自
身
の
仕

方
で
存
在
論
的
差
異
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
だ
」（M

arion, 1977/1989 : 

278s.

）。
マ
リ
オ
ン
の
批
判
に
対
し
、
お
そ
ら
く
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
同
意
し

な
い
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
同
年
に
マ
リ
オ
ン
の
問
い
か
け
に
対
し

て
応
答
し
、『
実
存
か
ら
実
存
者
へ
』
第
二
版
（1977

）
の
「
前
言
」
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「『
実
存
者
』
つ
ま
り
人
間
と
い
う

『
存
在
者
』
の
う
ち
に
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
後
に
『
存
在
者
の
存

在
者
性
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
も
の
の
う
ち
に
、
存
在
の
『
掩
蔽
』
を

見
る
の
で
は
な
く
、
善
へ
と
向
か
う
、
神
と
の
関
係
へ
と
向
か
う
一
段

階
を
見
て
と
り
、······

『
終
わ
り
つ
つ
あ
る
形
而
上
学
』
と
は
別
の
も
の

を
見
て
と
る
こ
と
は
、
存
在
者
に
対
し
て
存
在
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
優
先

性
を
与
え
る
こ
と
で
、
た
だ
単
に
名
高
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
差
異
の
両
項

を
転
倒
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
転
倒
は
、
存
在

論
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
倫
理
へ
と
開
か
れ
た
運
動
へ
の
一
歩
で
あ
る
。

こ
の
運
動
に
よ
っ
て
存
在
論
的
差
異
を
越
え
た
も
の
が
私
た
ち
に
意
味

を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
示
さ
れ
る
意
味
（la signification

）

が
お
そ
ら
く
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
無
限
の
意
味
そ
の
も
の
で
あ
る
。」
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
は
、「
そ
れ
が
『
全
体
性
と
無
限
』
か
ら
『
存
在
す
る
と
は
別
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の
仕
方
で
』へ
と
進
む
哲
学
的
歩
み
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る（Levinas, 

1977: 12/7

）。
し
た
が
っ
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
は
単
に
存
在
と
存
在
者
と
の
関
係
を
転
倒
す
る
だ
け
で
な
く
、

存
在
者
に
対
す
る
理
解
を
新
た
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。つ
ま
り
、

存
在
と
の
関
係
で
存
在
者
（
人
）
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
善
と
の

関
係
に
お
い
て
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
存
在
者
の
意
味
を
理
解
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
。 

(

2) 

ク
ロ
ー
ウ
ェ
ル
自
身
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
包
み
隠
し
て
お
ら
ず
、
当

該
論
文
の
注
釈
で
は
っ
き
り
と
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
私
は
『
全

体
性
と
無
限
』
だ
け
か
ら
論
証
を
引
き
出
し
た
が
、
そ
こ
で
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
は
最
も
現
象
学
に
近
づ
い
て
い
る
」（C

row
ell, 2015: 585

）。 
(

3) 

ロ
ラ
ン
は
、「
第
一
哲
学
」
の
斬
新
的
な
意
味
に
つ
い
て
の
探
求
が
進

む
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
根
幹
は
、「
倫
理
的
」
な
、「
存
在
と
は

別
の
仕
方
」
の—

「
無-

起
源
的
」
な—

意
味
だ
と
考
え
て
い
る

（R
olland, 1998 : 16

）。 
(

4) la bonne conscience

は
日
常
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
は

la m
auvaise 

conscience

と
対
に
な
り
、「
良
い
意
識
」「
は
っ
き
り
し
た
意
識
」「
良

知
」「
得
心
」
な
ど
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
後
者
は
、「
悪
い
意
識
」

「
混
乱
し
た
意
識
」「
疚
し
い
心
」「
不
安
な
心
」
な
ど
を
意
味
す
る
。

哲
学
上
で
は
、
こ
の
一
対
の
術
語
は
ヘ
ー
ゲ
ル
のdas Bew

usstsein

と

das unglückliche Bew
usstsein

に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
の
思
想
的
脈
絡
で
は
、
と
り
わ
け
「
第
一
哲
学
と
し
て
の
倫
理
学
」

に
お
い
て
は
、la bonne conscience

は
ま
ず
、「
自
足
」
的
で
「
自
主
」

的
で
「
気
が
か
り
の
な
い
」
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
満
ち
足

り
た
気
持
ち
」「
充
足
し
た
意
識
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
中
性
的
な

こ
の
叙
述
に
は
、
道
徳
的
な
意
味
は
少
し
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ

も
ち
ろ
ん
こ
こ
か
ら
道
徳
的
な「
得
心
」、「
心
に
疚
し
さ
が
な
い
こ
と
」

と
い
っ
た
意
味
を
引
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 

(

5) 

フ
ラ
ン
ス
語
で
、conscience

は
「
良
心
」
と
「
意
識
」
の
二
つ
の
意
味

を
同
時
に
も
っ
て
い
る
。
サ
ン
ド
ー
ル
・
グ
ッ
ド
ハ
ー
ト
（Sandor 

G
oodhart

）
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
二
つ
の
意
味
が
同
じ
単
語
の

中
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
言
語
の
偶
然
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ

に
、
意
識
が
そ
れ
自
身
を
ど
う
知
覚
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、

同
時
に
、
私
た
ち
は
ど
う
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
ど
う
す
べ
き
で
な
い

か
、
と
い
っ
た
倫
理
的
な
知
覚
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い

る
の
だ
（G

oodhart, 2005: 133

）。 
(

6) 

こ
の
意
味
で
、
マ
リ
オ
ン
が
現
象
学
の
主
要
で
最
終
的
な
原
則
は
、
被

贈
与
性
の
原
則
で
あ
る
と
し
、
現
象
学
の
究
極
的
な
形
態
を
被
贈
与
性

の
現
象
学
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
う
な
ず
け
る
（M

arion, 2010: 

28-32

）。 
(

7) 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
か
な
り
早
く
か
ら
自
己
意
識
の
こ
の
よ
う
な
道
徳
性

を
見
て
取
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
七
年
の
論
文
「
哲
学
と
無
限

の
観
念
」
の
末
尾
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
、「
道
徳
意
識

と
は
、（
意
識
）
そ
れ
自
体
が
自
身
に
現
前
す
る
と
い
う
原
理······

で
は

な
い
の
か
」（Levinas, 1987 : 59

〔
内
田
樹
・
合
田
正
人
訳
、『
超
越
、

外
傷
、
神
曲
』、
国
文
社
、
一
九
八
六
、
三
七
四

三
七
五
頁
〕）。 
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