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初期レヴィナス哲学の再検討

序
本
稿
は
、『
存
在
す
る
こ
と
か
ら
存
在
す
る
も
の
へ
』、『
時
間
と
他
な
る
も
の
』
に
代
表
さ
れ
る
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学）

1
（

に
お
け
る
中
心
概
念

「
あ
る
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
た
だ
す
こ
と
で
、
初
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
そ
れ
に
託
し
た
意
義
を
再
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
問
題
設
定
は
、
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
重
要
性
は
い
か
な
る
点
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
、
と
り
わ
け

「
あ
る
」
概
念
に
つ
い
て
は
そ
の
重
要
性
が
十
分
に
強
調
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
背
景
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
例

え
ば
、
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
中
に
は
解
釈
と
し
て
疑
念
の
残
る
も
の
や
、
初
期
以
降
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
か
ら
論
点
を
逆
輸
入

し
て
い
る
と
も
解
し
う
る
も
の
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
言
わ
ば
解
釈
と
し
て
踏
み
込
み
す
ぎ
で
あ
る
。
本
稿
の
大
部
分
が
こ
れ
ら

の
検
討
・
批
判
に
費
や
さ
れ
、
ま
た
本
稿
の
立
場
が
一
見
消
極
的
で
必
ず
し
も
刺
激
的
で
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
踏
み
込
み
す
ぎ
を
避
け
、
よ

り
着
実
な
解
釈
を
目
指
す
た
め
で
あ
る
。
上
述
の
著
作
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
研
究
か
ら
出
発
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
独
自
の
ス
タ
イ

初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
再
検
討

―
「
あ
る
」
概
念
を
中
心
と
し
て
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田　
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彦



─ （（ ─

ル
で
独
自
の
哲
学
を
展
開
し
始
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
の
解
釈
し
難
さ
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
先
行
研
究
に
比
べ
て

よ
り
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
努
め
る
と
い
う
も
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

本
稿
は
上
述
の
問
題
追
究
の
た
め
に
、
ま
ず
「
あ
る
」
の
概
念
と
、
そ
れ
と
不
可
分
の
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
概
念
を
確
認
す
る
（
第
一
節
）。

次
い
で
、
先
行
研
究
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
「
あ
る
」
概
念
の
意
義
を
特
徴
づ
け
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
の
意
義

を
解
し
難
く
し
て
し
ま
う
解
釈
を
退
け
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
か
を
明
確
に
す
る
（
第
二
節
）。
最
後
に
前

節
で
明
確
化
さ
れ
た
問
題
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
検
討
し
、「
あ
る
」
概
念
の
意
義
を
提
示
す
る
（
第
三
節
）。

第
一
節　
「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
概
念
の
確
認

本
稿
が
問
題
と
す
る
「
あ
る
」
の
概
念
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
に
お
い
て
、
存
在
す
る
も
の
と
存
在
す
る
こ
と
と
を
区
別
し
た
上
で
、
両
者
が
分

離
さ
れ
た
「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
や
や
唐
突
に
語
り
出
さ
れ
る
。

	

い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
に
近
づ
こ
う
か
。
す
べ
て
の
も
の
、
諸
存
在
や
人
々
の
無
へ
の
回
帰
を
想

像
し
て
み
る
。
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
な
無
に
出
会
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
す
べ
て
の
も
の
の
想
像
上
の
破
壊
の
後
に
、
何
も
の
か
で
は
な
く
「
あ

る
（il 	 y 	 a

）」
と
い
う
事
実
が
残
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の
の
不
在
、
一
つ
の
現
前
と
し
て
回
帰
す
る
。
す
べ
て
が
沈
み
込
ん
だ
場
と
し
て
、

大
気
の
濃
密
さ
と
し
て
、
空
虚
に
よ
る
充
実
と
し
て
、
あ
る
い
は
沈
黙
の
呟
き
と
し
て
回
帰
す
る
の
だ
。
諸
物
、
諸
存
在
の
こ
の
破
壊
の
後

に
、
非
人
称
的
な
存
在
す
る
こ
と
と
い
う
「
力
の
領
野
」
が
あ
る
（TA

 （（ -（（
）。

こ
の
非
人
称
的
な
「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」、「
あ
る
」
は
、「
夜
」、「
覚
醒
」、「
不
眠
」
と
い
っ
た
も
の
を
経
験
的
な
手
引
き
と
し
て
敷
衍
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さ
れ
る
。

夜
の
空
間
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
も
は
や
空
虚
な
空
間
で
は
な
い
。（
中
略
）
暗
さ
が
中
身
の
よ
う
に
そ
れ
を
満
た
し
て
お
り
、
夜
の
空

間
は
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
全
く
何
も
な
い
と
い
う
無
に
よ
っ
て
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
の
だ
（E

E
 	（（

）。

夜
の
目
覚
め
は
匿
名
的
で
あ
る
。
不
眠
の
う
ち
に
は
、
夜
に
対
す
る
〈
私0

〉
の
警
戒
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
目
覚
め
て
い
る
の
は
夜
そ
の
も

の
で
あ
る
。
そ
れ

0

0

が
目
覚
め
て
い
る
（E

E
 （（ , 

強
調
の
後
者
は
筆
者
に
よ
る
）。

私
の
目
を
開
い
た
ま
ま
に
す
る
不
眠
の
警
戒
は
主
体
を
持
た
な
い
。
そ
れ
は
不
在
に
よ
っ
て
残
さ
れ
る
空
虚
に
お
け
る
現
前
の
回
帰
そ
の
も

の
で
あ
る
。
―
こ
れ
は
何
か

0

0

の
回
帰
で
は
な
く
、
一
つ
の
現
前
の
回
帰
で
あ
る
。
こ
れ
は
否
定
の
只
中
に
お
け
る
「
あ
る
」
の
目
覚
め
で

あ
る
（E

E
 	（（

）。

	

す
べ
て
の
も
の
の
無
へ
の
回
帰
と
い
う
想
定
上
、
存
在
す
る
と
い
う
動
詞
の
主
語
に
当
た
る
主
体
、
存
在
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
主
体
は
存

在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
な
お
認
め
ら
れ
る
「
あ
る
」
は
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
主
体
か
ら
純
化
さ
れ
た
存
在
す
る
と
い
う
働
き

そ
の
も
の
、
非
人
称
的
な
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
あ
る
」
に
つ
い
て
の
経
験
が
、
夜
の
空
間
に
つ
い
て
の
経
験
、
不
眠
の
経
験
、

不
眠
と
い
う
警
戒
状
態
の
経
験
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
経
験
に
お
い
て
「
あ
る
」
が
回
帰
す
る
と
い
う
こ
と
が
最
後
の
引
用
文
で

強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
上
掲
の
引
用
を
通
し
て
「
あ
る
」
概
念
に
つ
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
約
言
す
れ
ば
、「
あ
る
」
が
有
す
る
、

存
在
者
と
は
分
離
さ
れ
た
純
粋
な
存
在
す
る
こ
と
の
動
詞
性
な
い
し
存
在
す
る
と
い
う
動
詞
の
働
き
、
そ
の
非
人
称
性
、
お
よ
び
無
を
通
し
て
「
あ

る
」
が
回
帰
す
る
と
い
う
逆
説
的
な
無
の
不
可
能
性
あ
る
い
は
「
あ
る
」
の
不
可
避
性
で
あ
る）

（
（

。
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
以
上
の
よ
う
に
「
あ
る
」
概
念
を
規
定
し
た
後
、「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
（hypostase

）」
の
概
念
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、「
匿
名

的
な
『
あ
る
』
に
お
い
て
主
体
が
肯
定
さ
れ
る
」（E

E
 11（

）
と
い
う
こ
と
、「
非
人
称
的
な
存
在
に
お
け
る
実
存
者
な
い
し
実
詞
の
出
現
そ
の
も

の
」（ibid
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
「『
あ
る
』
と
い
う
匿
名
的
な
警
戒
か
ら
自
身
を
引
き
離
す
」（ibid

）
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の

意
味
で
、「
あ
る
」
は
「『
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
』
が
生
じ
る
場
」（TA

 	（（

）
で
あ
り
、
両
概
念
は
主
体
に
と
っ
て
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ

ろ
か
さ
ら
に
、「
あ
る
」
に
お
い
て
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
が
起
こ
る
と
い
う
両
概
念
の
関
係
の
仕
方
は
、
主
体
の
「
誕
生
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る）

（
（

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
る
」
概
念
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
概
念
に
つ
い
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
が
い
か
な
る
意
義
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
。

あ
る
哲
学
者
が
展
開
し
た
独
自
の
思
考
の
意
義
を
は
か
る
に
は
、
独
断
論
に
陥
ら
ず
に
新
た
な
哲
学
・
哲
学
史
的
議
論
が
展
開
さ
れ
う
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
よ
う
な
結
果
が
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
方
法
な
い
し
道
筋

と
が
納
得
の
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
自
ら
の
哲
学
の
方
法
や
目
的
を
掲
げ
ず
に

淡
々
と
記
述
を
行
う
た
め
、
こ
の
目
的
や
方
法
論
が
明
確
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
記
述
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
方

法
的
懐
疑
の
よ
う
に
絶
対
確
実
に
存
在
す
る
も
の
を
見
出
す
と
い
う
目
的
の
た
め
の
方
法
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、「
す
べ

て
の
も
の
の
想
像
上
の
破
壊
」
と
い
う
操
作
の
後
に
見
出
さ
れ
る
「
あ
る
」
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、

こ
れ
に
よ
っ
て
い
か
な
る
事
柄
が
抉
り
出
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
「
あ
る
」
概
念
が
有
す
る
哲
学
的
意
義
が
必
ず
し
も
自
明
で
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
こ
の
方
法
的
手
続
き
自
体
の
説
得
性
も
自
明
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
の
判
然
と
し
な
さ
の
原
因
は
こ
こ
に

あ
る
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
、「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
を
論
ず
る
解
釈
を
、
そ
れ
ら
が
「
あ
る
」
概
念
を
い
か
に
意

義
づ
け
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
先
行
研
究
の
解
釈
に
理
解
し
が
た
い
点
、
踏
み
込
み
過
ぎ
て
い
る
点
が
、
そ
の
解
釈
し
難
さ
ゆ

え
に
含
ま
れ
て
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、「
あ
る
」
概
念
を
通
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
生
の
在
り
方
を
直
接
論
じ
る

こ
と
を
避
け
て
い
る
と
い
う
側
面
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
二
節　
先
行
研
究
の
検
討

（
１
）	
検
討
の
た
め
の
予
備
的
考
察

以
上
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
ど
の
程
度
力
点
を
置
い
て

い
る
か
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
主
体
の
「
誕
生
（naissance

）」
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
点
を
強
調
す
る

解
釈
が
、
す
で
に
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
の
本
節
に
お
い
て
は
、
屋
良
、
平
岡
、
フ
ラ
ン
ク
、
セ
バ
ー
ら
に
よ
る
上
述
の
よ

う
な
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
「
あ
る
」
概
念
を
意
義
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
検
討
す
る）

（
（

。

さ
て
、
誕
生
と
い
う
言
葉
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
日
常
言
語
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
時
間
と
の
か
か
わ
り
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

の
が
自
然
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
の
時
系
列
に
お
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
存
在
し
始
め
る
と
い
う
出
来
事
を
指
し
て
、
誕

生
と
い
う
言
葉
を
通
常
わ
れ
わ
れ
は
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
言
語
使
用
に
つ
い
て
の
感
覚
が
自
然
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
自
然
な
感
覚
が
解
釈
者
の
解
釈
方
針
を
背
後
で
規
定
し
て
し
ま
い
、「
あ
る
」
概
念
に
つ
い
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
が
持
つ
意
義
を
曇
ら
せ

て
し
ま
っ
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
さ
に
含
ま
れ
る
先
後
性
を
最
も
強
く
前
面
に
打
ち
出
す
解
釈
が
、
屋
良
に
よ
る
解
釈
で

あ
る
。

（
２
）	

「
あ
る
」
の
原
初
性
を
強
調
す
る
解
釈

屋
良
は
、「
あ
る
」
概
念
を
、「
主
体
が
ま
だ

0

0

存
在
し
て
い
な
い
原
初
的
な

0

0

0

0

存
在
の
『
混
沌
状
態
』」、「
わ
れ
わ
れ
の
成
立
す
る
以
前

0

0

」、「
存
在
者

が
ま
だ

0

0

出
現
し
て
い
な
い
〈
存
在
〉（Ê

tre

）
の
段
階
」、
な
ど
と
解
す
る）

（
（

。
そ
の
上
で
、
以
上
の
よ
う
な
状
態
な
い
し
段
階
か
ら
「『
主
体
』
が
出

現
」
す
る
「
主
体
の
誕
生）

（
（

」
が
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
は
「
い
か
に
し
て
主
体
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が
生
起
す
る
か
を
存
在
論
的
出
来
事
と
し
て
記
述
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
屋
良
は
主
張
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
ま
ず
、
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ

と
と
し
て
の
「
あ
る
」
が
あ
り
、
次
に
、
そ
こ
か
ら
主
体
が
誕
生
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
屋

良
は
、
主
体
誕
生
の
「
瞬
間
」
と
い
う
「
間
」
は
「
未
だ
時
間
性
が
成
立
し
て
い
な
い
段
階
か
ら
、
ま
さ
に
『
今
』・『
現
在
』
が
成
立
す
る
過
程）

（
（

」

だ
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
間
」
に
お
け
る
何
ら
か
の
意
味
で
時
間
的
な
先
後
性
を
解
釈
の
背
景
に
据
え
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
上
述
の
先
後
性
が
自
身
の
否
定
す
る
時
間
性
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る

と
い
う
困
難
を
抱
え
る
以
上
に
、
そ
の
内
容
の
事
柄
と
し
て
の
理
解
可
能
性
が
問
題
視
さ
れ
る
。
ま
ず
「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
が
あ
っ

て
、
次
に
そ
こ
か
ら
主
体
が
出
現
す
る
と
い
う
事
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
解
釈
の
も
と
で
は
、「
あ
る
」
か
ら
「
イ
ポ
ス
タ
ー

ズ
」
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
説
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
説
得
的
な
説
明
を
な
す
こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
屋
良
は
こ
の
問
い
を
手
掛
か
り
に
考
察
を
進
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
読
解
方
針
は
、「
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
し
て
こ

の
こ
と
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
形
而
上
学
の
う
ち
に
自
然
学
は
存
在
し
な
い
」（TA

 	（1

）
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
で
、
実

は
す
で
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
仮
に
屋
良
の
論
述
が
事
柄
の
論
理
的
順
序
に
沿
う
も
の
で
、
決
し
て
時
間
的
順
序
を
前
提
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
根
本
的
な
問
題
は

解
決
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
あ
る
」
が
な
ぜ
「
原
初
」
と
み
な
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
れ
に
対

し
て
、
そ
こ
か
ら
主
体
が
誕
生
し
て
く
る
か
ら
だ
と
応
じ
る
こ
と
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
を
無
批
判
に
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

問
わ
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
枠
組
み
を
説
得
的
に
す
る
、「
あ
る
」
概
念
が
有
す
る
事
柄
と
し
て
の
意
義
は
い
か
な
る
も
の

か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

屋
良
の
解
釈
は
「
誕
生
」
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
意
味
に
引
き
摺
ら
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
あ
る
」
を
時
間
的
な
い
し
論

理
的
に
先
行
す
る
「
原
初
」
と
し
て
解
し
う
る
の
だ
。

上
述
の
論
点
に
つ
い
て
、
平
岡
の
立
場
は
判
明
で
は
な
い
も
の
の
、「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
関
係
を
「
プ
ロ
セ
ス
」
だ
と
強
調
す
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る
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
屋
良
の
立
場
に
近
い
と
も
解
し
う
る）

（
（

。
仮
に
平
岡
が
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
何
ら
か
の
時

間
的
先
後
性
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
屋
良
に
対
す
る
上
述
の
批
判
が
、
平
岡
の
解
釈
に
も
妥
当
す
る
。
あ
る
い
は
「
プ
ロ
セ
ス
」

と
い
う
こ
と
で
、
論
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
平
岡
が
意
味
し
て
い
た
と
し
て
も
、
屋
良
の
場
合
と
同
様
の
問
題
が
残
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
平

岡
は
「
あ
る
」
概
念
を
「
超
越
論
的
水
準
」
と
し
て
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
「
あ
る
」
が
超
越
論
的
水
準
で
あ
る
の
か
と
い
う

問
題
、
こ
の
時
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
に
お
け
る
「
超
越
論
的
」
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。「
超
越
論
的
」
と
い
う
こ
と
で
、
も
し
平
岡
が
主
著
『
全
体
性
と
無
限
』
で
展
開
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
超
越
」
概
念
を
読
み
込
ん
で

し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
時
期
を
錯
誤
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
解
釈
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ク
に
よ
る
解
釈
は
こ
の
点
に
つ
い
て
慎
重
に
も
、「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
両
概
念
の
か
か
わ
り
を
、
時
間
的
先
後
関
係
を
背

景
に
し
て
理
解
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
よ
う
な
記
述
を
避
け
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
セ
バ
ー
に
よ
る
解
釈
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
立
場
よ
り
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、「
こ
の
実
存
者
と
い
う
特
殊
な
存
在
者
の
出
現
は

『
あ
る
』
か
ら
の
引
き
離
し
と
い
う
孤
独
に
お
い
て
全
面
的
に
、
ま
さ
し
く
一
挙
に

0

0

0

0

0

0

0

作
動
す
る
」
と
述
べ
る
こ
と
で
両
概
念
の
か
か
わ
り
の
同
時
性

を
強
調
す
る）

（
（

。

本
稿
に
お
け
る
筆
者
自
身
の
立
場
は
、
セ
バ
ー
の
そ
れ
に
賛
同
す
る
。「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
に
お
け
る
主
体
性

の
不
可
分
な
契
機
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
同
時
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
注
に
引
用
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
証
言
に
加
え
て
、
次
の
論
述
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。

	

こ
の
支
配
力
の
終
焉
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
経
験
的
世
界
に
埋
も
れ
な
が
ら
見
る
こ
と
を
通
し
て
出
来
事
を
引
き
受
け
る
仕
方
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
も
は
や
引
き
受
け
な
い
出
来
事

0

0

0

が
生
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
存
在
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
（TA

 	（（ . 

強
調
は
原
文
）。
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こ
の
箇
所
は
、『
時
間
と
他
な
る
も
の
』
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
自
身
の
思
考
の
核
心
を
語
り
だ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
と

の
関
係
を
と
り
む
す
び
、
外
界
と
か
か
わ
っ
て
い
き
な
が
ら
自
己
を
統
御
す
る
力
と
し
て
の
「
支
配
力
の
終
焉
」、
強
調
付
き
の
「
出
来
事
」
は
ま

さ
し
く
そ
の
核
心
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
実
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
の
論
脈
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
他
者
」
と
の
か
か
わ
り
を
め
ぐ
る
自
ら
の
積
極
的
主
張
を
打
ち
出
す
時
に
、
そ
の
か
か
わ
り
を
存

在
す
る
こ
と
（l’exister

）
を
ひ
き
う
け
る
「
仕
方
（m

anière

）」
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
あ
る
」
す
な
わ

ち
「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
（l’exister sans existant

）」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
「
仕
方
」
そ

の
も
の
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
そ
の
「
仕
方
」
の
契
機
に
他
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、「
あ
る
」
概
念
を
「
原
初
」
と
解
し
た
り
、「
超
越
論
的
水
準
」
と
解
し
た
り
す
る
解
釈
は
、
こ
の
時
期
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
解

釈
と
し
て
は
踏
み
込
み
過
ぎ
で
あ
る
。
実
際
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
も
「
あ
る
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ら
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
続
く
小
節
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
と
セ
バ
ー
に
よ
る
、
屋
良
と
は
異
な
る
仕
方
で
「
あ
る
」
概
念
の
意
義
を
際
だ
た
せ
よ
う
と
す
る

解
釈
を
確
認
す
る
。

（
３
）	

「
あ
る
」
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
帰
結
す
る
哲
学
史
・
思
想
史
的
意
義
を
強
調
す
る
解
釈

フ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、『
存
在
す
る
こ
と
か
ら
存
在
す
る
も
の
へ
』
に
お
け
る
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
の
分
析
は
、
存
在
の
全
体
構
成
に
お
け
る
存
在

者
の
意
義
を
規
定
し
、
存
在
と
存
在
者
と
の
差
異
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た）

（1
（

」。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
の

探
究
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ク
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
の
末
尾
に
残
し
た
問
い
は
、

根
源
的
時
間
は
真
に
存
在
の
地
平
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
い
は
、
存
在
了
解
の
地
平
つ
ま
り
存
在
者
と
の
差
異
を
有
す

る
存
在
を
了
解
す
る
こ
と
の
地
平
を
問
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
存
在
論
的
差
異
の
起
源
へ
と
遡
る
こ
と
」
を
要
請
す
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
存
在
者
な

き
存
在
す
る
こ
と
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
を
主
体
の
「
誕
生
」
と
し
て
論
述
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
は
、
ま
さ
に
こ
の
遡
行
を
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行
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。

セ
バ
ー
も
ま
た
、
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
対
す
る
根
底
性
を
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
死
の
分
析
を
意
義
づ
け
る
た
め
に
は
、
現
存
在
が
真
に
「
誕
生
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
誕
生

し
て
い
な
い
も
の
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
当
然
の
事
実
を
証
し
立
て
る
の
が
「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
の
分
析
で

あ
る
。
セ
バ
ー
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
あ
る
」
の
不
死
性
を
強
調
す
る）

（1
（

こ
と
を
下
敷
き
に
し
て
、
こ
れ
を
「
死
ぬ
こ
と
の
不
可
能
性
」
と
解
し
、「
あ

る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
「
死
ぬ
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
は
（
中
略
）
幽
霊

0

0

だ
」
と
指
摘
す
る）

（1
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
あ
る
」
か
ら
主
体
が
身
を
引

き
離
す
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
主
体
が
「
誕
生
」
し
な
け
れ
ば
、
回
帰
す
る
「
あ
る
」
の
不
死
性
に
脅
か
さ

れ
て
死
は
可
能
に
な
ら
な
い
。
セ
バ
ー
の
解
釈
は
「
あ
る
」
か
ら
の
主
体
の
「
誕
生
」
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
分
析
を
死
の
可
能
性
の
条
件
と
し

て
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
解
釈
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
は
『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
が
重
視
す
る
死
を

よ
り
厳
密
に
説
明
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
よ
り
も
根
底
的
で
あ
る）

（1
（

。

以
上
の
フ
ラ
ン
ク
と
セ
バ
ー
に
よ
る
両
解
釈
は
、「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
の
重
大
性
を
前
面
に
打
ち
出
す
初
期
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
哲
学
の
哲
学
史
・
思
想
史
的
実
り
豊
か
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
「
あ
る
」
概
念
を
め
ぐ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲

学
が
有
す
る
意
義
を
全
面
的
に
明
ら
か
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
が
、
哲
学
史
・
思
想
史
的
研
究
で
は
な
く
て
独
自
の
思
想
を

展
開
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
あ
る
」
概
念
は
そ
の
内
で
何
ら
か
の
意
義
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
上
述
の
哲
学
史
・
思
想
史
的
意
義
は
こ

れ
を
必
ず
し
も
明
ら
か
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
主
体
誕
生
の
契
機
で
あ
る
「
あ
る
」
が
彼
の
哲
学
の
内
で
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

の
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
４
）	

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
問
題
提
起
を
抉
り
出
そ
う
と
す
る
解
釈

前
節
末
尾
で
も
述
べ
た
と
お
り
、「
あ
る
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
経
験
の
あ
り
方
の
い
か
な
る
部
分
を
抉
り
出
し
て
論
じ
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て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
へ
の
批
判
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
『
存
在
す
る
こ
と
か
ら
存
在
す

る
も
の
へ
』
を
読
解
し
て
い
る
も
の
の
、「
あ
る
」
概
念
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る

0

0

を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か）

（（
（

」
と
問
い
か
け
る
に
と
ど
め
、
こ
れ
を
本
格
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ク
と
セ
バ
ー
の
解
釈
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
あ
げ
る
以

上
の
経
験
的
手
引
き
を
用
い
て
「
あ
る
」
概
念
が
示
す
事
柄
を
説
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
強
い
て
あ
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
は
「
あ
る
」
概

念
を
解
釈
す
る
手
引
き
と
し
て
精
神
病
を
あ
げ
る）

（1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
何
か
事
柄
の
理
解
に
資
す
る
材
料
を
与
え
て
く
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
、「
あ
る
」
が
示
す
事
柄
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
説
得
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
意
義
は

大
き
く
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

0

こ
の
点
に
つ
い
て
示
唆
的
で
あ
る
の
は
、
平
岡
論
文
で
あ
る
。
平
岡
は
、「
光
」
に
よ
っ
て
「
経
験
」
が
成
立
す
る
と
い
う
「
あ
る
」
以
外
の
初

期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
モ
チ
ー
フ
と
「
あ
る
」
概
念
と
を
対
比
す
る
こ
と
で
、「
あ
る
」
概
念
の
有
す
る
意
義
は
「
光
」
に
よ
る
「
経
験
」
に
は
回

収
さ
れ
な
い
領
野
へ
の
「
経
験
領
野
の
拡
大
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
世
界
を
め
ぐ
る
経
験
に
先
立
つ
超
越
論
的

な
水
準
」
を
開
く
こ
と
が
で
き
、「
世
界
経
験
と
は
異
な
る
構
造
を
も
っ
た
経
験
」
を
、「
経
験
領
野
の
内
部
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」「
高

次
の
経
験
論
」
に
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
は
な
る
と
彼
は
論
ず
る
に
及
ぶ）

（1
（

。
こ
の
解
釈
の
優
秀
さ
は
、「
あ
る
」
概
念
自
体
が
有
す
る
意
義
を
明
確
に
で

き
る
点
に
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
に
語
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
た
め
「
あ
る
」
概
念

に
よ
っ
て
経
験
領
野
が
ど
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
か
積
極
的
に
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。

（
５
）	

先
行
研
究
に
対
す
る
検
討
の
総
括

以
上
に
お
け
る
先
行
研
究
の
検
討
に
よ
っ
て
以
下
の
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
屋
良
の
よ
う
な
「
あ
る
」
を
「
原
初
」
と
み
な
す
解

釈
は
、
そ
も
そ
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
「
あ
る
」
が
「
原
初
」
だ
と
い
う
こ
と
を
テ
ク
ス
ト
上
で
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
と
は
解
し
難
い
と
い
う

問
題
を
度
外
視
し
た
と
し
て
も
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
意
義
を
十
分
に
際
立
た
せ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
さ
ら
な
る
問
題
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。「
あ
る
」
と
「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
は
主
体
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
の
同
時
的
契
機
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
フ
ラ
ン
ク
と
セ
バ
ー
の
解
釈
は
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
が
も
た
ら
す
哲
学
史
・
思
想
史
的
成
果
を
明
確
化
で
き
る
も
の
の
、「
あ
る
」

概
念
そ
の
も
の
が
示
す
事
柄
と
そ
れ
自
身
が
有
す
る
重
要
性
を
明
示
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
第
三
に
、
平
岡
の
解
釈
は
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
に
お
け
る
「
あ
る
」
概
念
の
重
要
性
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
に
内
的
な
分
析
に

よ
っ
て
強
調
し
て
い
る
も
の
の
、「
あ
る
」
概
念
が
示
す
事
柄
を
消
極
的
に
し
か
示
し
き
れ
て
い
な
い
。

以
上
を
総
括
す
れ
ば
、「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
と
同
時
的
な
「
あ
る
」
が
示
す
事
柄
が
い
か
な
る
も
の
で
、
そ
の
導
入
に
よ
っ
て
何
が
も
た
ら
さ
れ

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
先
行
研
究
の
問
い
き
れ
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
以
下
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
こ
れ

を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節　
「
あ
る
」
概
念

そ
も
そ
も
、「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」、「
あ
る
」
と
は
、
い
か
な
る
事
柄
を
指
し
て
い
る
の
か
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
内
実
を
欠
い
た
「
言
葉
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
は
な
い
か
。「
あ
る
」
概
念
に
は
、
事
柄
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
包
摂
し
て
い
る
の
か
解
し

難
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
こ
の
、「
あ
る
」
概
念
の
解
釈
と
し
て
は
、
パ
ト
チ
カ
に
よ
る
「
非
主
観
的
現
象
学
」
の
構
想
や
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現

象
学
的
還
元
の
と
ら
え
方
、「
現
象
学
的
か
ら
独
我
論
的
要
素
を
除
去
す
る
こ
と
に
意
を
注
い
だ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
独
自
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
」

に
接
近
さ
せ
て
こ
れ
を
と
ら
え
る
解
釈
が
あ
る）

（1
（

。
こ
の
解
釈
は
「
あ
る
」
に
つ
い
て
の
議
論
そ
の
も
の
が
有
す
る
重
要
性
を
示
唆
す
る
と
い
う
意

味
で
魅
力
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
お
い
て
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
独
自
性
が
理
解
さ
れ
ず）

11
（

、
そ
れ
ゆ
え
、
他
で
は
な
い
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
議
論
が

な
ぜ
重
要
で
あ
る
か
が
開
明
さ
れ
な
い
。
ま
た
、「
不
眠
」
や
「
警
戒
」、「
夜
」
と
い
っ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
自
身
が
範
例
と
し
て
持
ち
だ
す
こ
と
が
ら

を
強
調
し
た
り
、「
あ
る
」
と
い
う
存
在
の
根
深
さ
を
強
調
し
た
り
す
る
だ
け
で
も
同
様
で
あ
る
。
結
局
、「
不
眠
」
や
「
警
戒
」、「
夜
」
と
い
っ
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た
こ
と
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
経
験
の
あ
り
方
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
独
自
の
主
張
が
問
題
で
あ
る
の

だ
。
以
下
の
本
節
に
お
い
て
は
、「
あ
る
」
概
念
に
当
然
向
け
ら
れ
る
べ
き
問
い
を
手
掛
か
り
に
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。

文
字
通
り
、
存
在
す
る
こ
と
と
か
か
わ
る
存
在
者
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
「
あ
る
」
と
い
え
る
の
か
。「
あ
る
」
と
か

か
わ
る
何
ら
か
の
も
の
が
な
い
か
ぎ
り
、「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲

学
は
存
在
す
る
と
い
う
働
き
に
つ
い
て
の
素
朴
実
在
論
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か）

1（
（

。「
あ
る
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
が

当
然
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
立
場
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。「
現
代
哲
学
に
お
け
る
存
在
論
の
復
興
は
も
は
や

実
在
論
と
い
か
な
る
共
通
点
も
有
し
て
い
な
い
」（E

E
 	1（

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
存
在
と
か
か
わ
る
も
の
を
度
外
視
し
た
形
で

存
在
そ
れ
自
体
を
論
じ
る
よ
う
な
実
在
論
と
は
、
自
ら
の
そ
れ
を
も
含
め
た
当
時
の
存
在
論
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、「
存
在

0

0

者
な
き

0

0

0

存
在
す
る
こ
と
」
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
そ
の
存
在
す
る
こ
と
と
か
か
わ
る
何
ら
か
の
も
の
が
あ
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
存

在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
非
人
称
的
な
「
ひ
と

0

0

（on

）」（E
E

 	（（

）
を
考
え
て
い
る
。「
あ
る
」
概
念
は

「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
へ
「
ひ
と
」
が
融
即
し
て
い
る
と
い
う
事
態
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
ひ
と
」
が
「
あ
る
」
に
与
す
る
・
融
即
す
る
と
は
よ
り
具
体
的
に
い
か
な
る
事
態
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
で
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
は
ど
の
よ
う
な
重
要
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
述
の
よ
う
に
平
岡
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
主
体
の
世
界
と
の
関
係
の
仕
方
、

わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
あ
り
方
を
「
光
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
も
っ
て
特
徴
づ
け
る）

11
（

こ
と
に
着
目
し
、
こ
れ
と
の
対
比
で
、「
光
」
に
よ
る
「
世
界
経

験
」
と
は
異
な
る
経
験
と
し
て
「
あ
る
」
を
規
定
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
あ
る
」
に
つ
い
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
議
論
を
経
験
領
野
の
拡

大
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
あ
る
」
の
経
験
、
す
な
わ
ち
「
光
」
に
よ
る
経
験
に
回
収
さ
れ
な
い
経
験
と
は
、
積
極
的
に
は
い
か
な
る

も
の
な
の
か
。
以
下
に
お
い
て
本
稿
は
、
こ
の
平
岡
の
解
釈
を
手
掛
か
り
と
し
、
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る）

11
（

。

さ
て
、
こ
の
「
光
」
と
い
う
比
喩
的
モ
チ
ー
フ
で
も
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
見
る
こ
と
（vision

）」
と
い
う
実
存
の
仕
方
の
一
契
機
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
れ
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
背
景
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
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そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
あ
る
」
の
経
験
、
す
な
わ
ち
、「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
と
「
ひ
と
」
と
の
か
か
わ
り
、
平
岡
の
主
張
す
る
拡
大

さ
れ
た
領
野
と
は
、「
見
る
こ
と
」
に
よ
ら
な
い
存
在
と
の
か
か
わ
り
方
に
他
な
ら
な
い
。
顧
み
る
に
、「
あ
る
」
概
念
を
導
入
す
る
た
め
に
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
が
要
請
す
る
「
す
べ
て
の
も
の
の
破
壊
と
い
う
想
像
」
は
、
わ
れ
わ
れ
に
「
見
る
こ
と
」
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
さ
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
。
目
を

開
い
て
「
見
る
こ
と
」
を
遂
行
す
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
何
ら
か
の
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
覚
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
瞳
を
閉

じ
て
「
見
る
こ
と
」
を
停
止
し
な
い
限
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
す
る

「
見
る
こ
と
」
に
よ
ら
な
い
存
在
と
の
か
か
わ
り
方
は
積
極
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

た
と
え
夜
や
無
の
沈
黙
で
あ
る
と
し
て
も
、
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
（E

E
 	（1

）。

無
そ
の
も
の
の
根
底
に
お
い
て
ざ
わ
め
く
こ
れ
を
、「
あ
る
」
と
い
う
術
語
で
わ
れ
わ
れ
は
規
定
す
る
（Ibid

）。

そ
れ
［
夜
と
「
あ
る
」
と
い
う
非
人
称
的
で
実
詞
を
欠
い
た
出
来
事
：
筆
者
補
足
］
は
空
虚
の
密
度
の
よ
う
な
も
の
、
沈
黙
の
ざ
わ
め
き
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
存
在
‐
密
度
、
雰
囲
気
、
場
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
注
意
を
喚
起
す
る
（E

E
 	（0

）。

上
掲
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
沈
黙
、
ざ
わ
め
き
、
密
度
と
い
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
あ
る
」
と
の
か
か
わ
り
方

が
、
聴
く
こ
と
や
、
五
感
で
は
表
現
し
づ
ら
い
密
度
の
感
受
と
し
て
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
。
ざ
わ
め
き
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
が
「
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
、
気
配
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
が
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
察
知
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
「
あ
る
」
と
い

う
概
念
を
用
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
打
ち
出
そ
う
と
し
た
「
存
在
す
る
こ
と
」
と
の
か
か
わ
り
方
で
あ
る
。

「
す
べ
て
の
も
の
の
無
へ
の
回
帰
」
と
い
う
想
定
に
よ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
か
か
わ
り
方
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
レ



─ （（ ─

ヴ
ィ
ナ
ス
は
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
を
了
解
す
る
主
体
の
在
り
方
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
見
る
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
存
在
理
解
が
主
流
だ
と
み

な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
と
は
「
単
な
る
言
葉
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に

よ
る
読
者
へ
の
問
い
か
け
は
、
自
ら
の
議
論
の
意
義
を
問
う
と
と
と
も
に
、
存
在
と
の
か
か
わ
り
と
は
、「
見
る
こ
と
」
を
通
し
た
存
在
者
の
存
在

の
了
解
だ
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
前
提
を
暴
き
出
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
見
る
こ
と
」
を
通
し
た
存
在
者
の
存
在
の
了
解
と
い
う
存
在
と

の
か
か
わ
り
方
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
と
の
か
か
わ
り
だ
と
い
う
見
解
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
実
感
に
根
を
下
ろ
す
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
強

固
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
見
る
こ
と
」
と
は
異
な
る
存
在
と
の
か
か
わ
り
方
を
抉
り
出
し
て
い
る
。「
あ
る
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
は
「
見
る
こ
と
」
が
原
理
上
排
除
さ
れ
て
お
り
、「
事
物
の
形
は
夜
に
溶
解
す
る
」（E

E
 	（（

）
が
ゆ
え
に
、
人
称
的
な
存
在
者
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
非
人
称
的
な
何
か
が
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

以
上
の
よ
う
に
、「
あ
る
」
概
念
は
「
見
る
こ
と
」
で
は
な
い
「
聴
く
こ
と
」
や
「
雰
囲
気
」
を
感
受
す
る
こ
と
と
い
っ
た
、「
見
る
こ
と
」
と

は
異
な
る
存
在
す
る
こ
と
と
か
か
わ
る
仕
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
大
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
「
光
は
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
条
件
づ
け
て
い
る
」（E

E
 	（（

）
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
大
胆
な
総
括
を
留
保
付
き
で
受
け
い
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
見
る
こ
と
」
と
は
異
な
る
、
存
在
す
る
こ
と
と
か
か
わ
る
仕
方
を
論
じ
る

「
あ
る
」
の
概
念
は
、
従
来
の
存
在
論
を
根
本
的
に
刷
新
す
る
と
い
う
企
図
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。「
あ
る
」
概
念
を
打
ち
出
す
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
は
、「
見
る
こ
と
」
中
心
の
従
来
の
哲
学
を
批
判
し
、
刷
新
す
る
と
い
う
重
大
な
課
題
を
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

結
論

「
存
在
者
な
き
存
在
す
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
「
あ
る
」
の
概
念
は
、「
原
初
」
や
「
超
越
論
的
水
準
」
と
は
解
釈
さ
れ
え
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
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て
、「
見
る
こ
と
」
で
は
な
い
、「
聴
く
こ
と
」
や
気
配
を
感
じ
取
る
と
い
う
仕
方
で
、
存
在
す
る
こ
と
と
か
か
わ
る
と
い
う
、「
ひ
と
」
と
存
在
す

る
こ
と
と
の
か
か
わ
り
方
を
抉
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
本
稿
は
、「
踏
み
込
み
す
ぎ
」
な
解
釈
に
陥
る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
、
平
岡
の

解
釈
を
し
た
じ
き
に
し
つ
つ
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
論
述
を
典
拠
に
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
イ
ポ
ス
タ
ー

ズ
」
同
様
、
主
体
の
「
誕
生
」
の
契
機
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
〈
私
〉
に
お
い
て
は
、「
ひ
と
」
と
し
て
「
あ
る
」
に
か
か
わ
る
と

い
う
側
面
と
、
主
体
と
し
て
世
界
と
か
か
わ
る
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
り
、
こ
れ
ら
両
側
面
の
か
か
わ
り
と
し
て
、
主
体
の
「
誕
生
」
が
成
立

し
て
い
る
。「
見
る
こ
と
」
な
い
し
「
光
」
と
は
異
な
る
仕
方
で
存
在
と
か
か
わ
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
「
身
を
引
き
離
す
」
こ
と
と
し
て
の

「
イ
ポ
ス
タ
ー
ズ
」
に
よ
っ
て
「
誕
生
」
す
る
〈
私
〉
を
論
ず
る
こ
の
思
想
は
、「
見
る
こ
と
」
と
は
異
な
り
、
そ
れ
に
依
存
し
な
い
存
在
と
の
か

か
わ
り
を
際
立
た
せ
、「
見
る
こ
と
」
に
特
権
を
与
え
る
従
来
の
存
在
論
を
刷
新
す
る
と
い
う
、
重
要
な
目
的
を
有
し
て
い
る
。「
見
る
こ
と
」
を

中
心
に
存
在
を
了
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
実
感
に
も
適
合
す
る
が
ゆ
え
に
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
と

お
り
の
従
来
の
存
在
論
に
対
す
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
見
立
て
を
含
意
し
て
い
る
。
第
一
に
、
従
来
の
存
在
論
は
一
箇
の
統
一
さ
れ
た
存
在
者
な
い
し

存
在
者
の
存
在
を
対
象
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
存
在
論
は
よ
り
根
本
的
に
は
、「
見
る
こ
と
」
に
特
権
的
な
意

義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
で
あ
る）

11
（

。「
あ
る
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
経
験
領
野
の
「
拡
大
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の

存
在
を
め
ぐ
る
経
験
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
問
い
直
し
、
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

註

（
1
）	

本
稿
で
引
用
・
参
照
す
る
初
期
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
重
要
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
、
提
示
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
と
該
当
頁
数
の

み
を
示
す
。
な
お
、
こ
れ
ら
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
拙
訳
を
提
示
す
る
。	

	

E
E:  D

e l’existence à l’existant, ［1（（（/1（（（

］, J. V
rin, （01（ .	
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TA:  L
e tem

ps et l’autre, ［1（（（/1（（（

］, P. U
. F., （01（ .

（
（
）	 C

f. TA
 （（ , （（ , E

E
 （（ .

（
（
）	
例
え
ば
、E

E
 （（ , （（ , 1（（ , 

な
ど
に
み
ら
れ
る
。

（
（
）	
屋
良
朝
彦
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
―
他
者
へ
の
覚
醒
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）、
平
岡
紘
「
経
験
領
野
の
拡
大
―
前
期
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
に
お
け
る
「
あ
る
」
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
哲
学
研
究
室
編
『
論
集
』、
第
（（
号
、
二
〇
一
一
年
）、D

idier 

Franck, D
ram

atique des phénom
ènes, P. U

. F., （001 , François-D
avid Sbbah, L’épreuve de la lim

ite: D
errida, H

enry, L
evinas et la phenom

enol -

ogy, P. U
. F., （001 , 

を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
（
）	

そ
れ
ぞ
れ
、
屋
良
『
前
掲
書
』、
一
〇
三
、
一
〇
五
、
同
頁
。
強
調
は
筆
者
に
よ
る
。

（
（
）	

同
前
、
一
〇
五
頁
。

（
（
）	

同
前
、
一
〇
四
頁
。

（
（
）	

平
岡
「
前
掲
論
文
」、
一
四
〇
頁
、
一
四
三
頁
な
ど
を
参
照
。
も
っ
と
も
、
屋
良
に
お
い
て
も
、
そ
の
解
釈
に
あ
っ
て
時
間
的
先
後
性
が
前
提
さ
れ
て
い

る
と
断
言
し
き
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。
屋
良
が
「
あ
る
」
を
「
超
越
論
的
領
野
」
と
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
あ
る
」
の
先
行
性

は
、
屋
良
に
お
い
て
実
は
「
超
越
論
的
領
野
」
な
い
し
地
平
と
し
て
の
先
行
性
で
あ
っ
て
、
決
し
て
時
間
的
先
行
性
で
は
な
い
と
み
な
し
う
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
上
掲
の
屋
良
の
論
述
を
み
る
限
り
、
そ
の
先
行
性
を
理
解
す
る
た
め
に
屋
良
は
時
間
の
先
後
関
係
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
い
う
き
ら
い

は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
拭
い
さ
れ
な
い
。

（
（
）	 Sebbah, op., cit., p. 1（（ . 

強
調
は
原
文
に
よ
る
。

（
10
）	 Franck, op., cit., p. 101 .

（
11
）	 C

f. ibid.

（
1（
）	 Franck, op., cit., p. （（ .

（
1（
）	 TA

 （（ .

（
1（
）	 Sebbah, op., cit., p. 1（（ . 

強
調
は
原
文
に
よ
る
。

（
1（
）	 C

f. ibid., pp. 1（（ -1（（ .
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（
1（
）	 Franck, op., cit., p. （（ .

（
1（
）	 Ibid., p. （（ , Sebbah, op., cit., p. 1（（ .

（
1（
）	
平
岡
「
前
掲
論
文
」、
一
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
1（
）	
井
原
木
大
祐
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
―
犠
牲
の
身
体
』（
創
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
二
頁
を
参
照
。

（
（0
）	

例
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
こ
の
存
在
す
る
こ
と
の
匿
名
性
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
私
は
、
哲
学
の
教
科
書
に
お
い
て
人
が
そ
れ

に
つ
い
て
語
る
、
そ
こ
に
お
い
て
知
覚
が
事
物
を
切
り
分
け
る
未
規
定
の
基
底
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
」（TA

 	（（

）。
裏
を
返
せ
ば
す

な
わ
ち
、
彼
は
地
平
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
の
意
義
を
「
あ
る
」
概
念
に
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
と
り
つ
く
さ
れ
な

い
意
義
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
（1
）	

存
在
そ
の
も
の
の
運
動
性
を
強
調
す
る
屋
良
の
解
釈
は
、
こ
の
点
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
屋
良
『
前
掲
書
』、
一
〇
八

－

一
一
〇
頁
を
参

照
。

（
（（
）	 C

f. E
E

 （（ -（0 , TA
 （（ -（（

（
（（
）	

そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
解
釈
は
平
岡
の
そ
れ
に
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
節
に
お
い
て
提
示
し
た
論
点
お
よ
び
、「
あ
る
」
と
「
イ
ポ

ス
タ
ー
ズ
」
と
の
か
か
わ
り
を
「
経
験
を
条
件
づ
け
る
超
越
論
的
な
も
の
」
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
立
場
を
異
に
す
る
。
と
り
わ
け
後
者

に
つ
い
て
は
、
従
来
の
枠
組
み
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
独
自
性
を
み
え
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
（（
）	 C

f. E
E

 （（ , TA
 （（ , note （ . 

お
よ
び
前
節
で
引
用
し
た
『
時
間
と
他
な
る
も
の
』
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
「
見
る
こ
と
」
と
世
界
経
験
と
が
結
び
付
け

ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）	

こ
こ
で
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
想
定
し
て
い
る
論
敵
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
る
予
想
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
存
在
と
時
間
』
の
ハ

イ
デ
ガ
ー
哲
学
に
お
い
て
は
「
見
る
こ
と
（Sicht

）」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。C

f. M
artin H

eidegger, Sein und zeit, ［1（（（

］, 

M
ax N

iem
eyer Verlag, （00（ , S. 1（（  ff. 

た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
見
立
て
の
是
非
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
だ

ろ
う
。

（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
府
博
士
後
期
課
程
）




