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は
じ
め
に

　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
の
間
に
存

す
る
近
似
性
は
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
弟
子

で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
研
究
者
で
あ
る
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ラ
プ
ジ
ャ
ー
ド
に
よ
る
、

純
粋
持
続
の
理
論
に
端
を
発
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
一
義

的
平
面
を
出
立
点
と
し
て
描
か
れ
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
の
解
釈
）
1
（

、
ナ
タ
リ

ー
・
ド
ゥ
プ
ラ
ズ
に
よ
る
、
超
越
論
的
経
験
論
と
し
て
の
立
場
を
取
る
哲

学
者
の
系
譜
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
ら
と
共
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
名
を
挙
げ
る
見

方
な
ど
が
主
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）

2
（

。
ま
た
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
概

念
創
造
の
理
論
や
問
題
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
思
想
と
し
て
の
側
面
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ

る
）
3
（

。
　
本
稿
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
展
開
す
る
「
根
本
的
経
験
論
」
と
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
展
開
す
る
「
超
越
論
的
経
験
論
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
経
験
論

的
観
点
に
お
け
る
解
釈
か
ら
、
両
者
に
お
け
る
経
験
の
内
在
的
原
理
に
つ

い
て
の
比
較
検
討
を
行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
、
経
験
の
発
生
の

根
幹
部
に
迫
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　
こ
う
し
た
目
的
を
設
定
す
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
方
法
論
と

し
て
基
盤
に
据
え
ら
れ
て
い
る
「
経
験
論
」
的
な
視
点
を
通
し
て
形
成
さ

れ
る
経
験
（
な
い
し
は
生
）
の
在
り
方
に
お
い
て
、
両
者
の
理
論
が
相
互

補
完
的
な
形
で
関
わ
り
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
を
通
じ

て
、
両
者
の
経
験
基
盤
の
成
立
に
関
す
る
新
た
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
為
で
あ
る
。
第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す

る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
像
に
対
し
、
い
わ
ば
根
源

的
経
験
へ
の
問
い
を
展
開
さ
せ
た
哲
学
者
と
し
て
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
の

解
釈
に
こ
そ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
超
越
論
的
経
験
論
に
対
す
る
「
現
実
的
な
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程
を
見
定
め
、
そ
の
理
論
構
造
を
概
観
す
る
。

　
超
越
論
的
経
験
論
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
対
す
る
形
式
性
の
批
判
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
カ

ン
ト
が
超
越
論
哲
学
に
お
い
て
展
開
し
た
経
験
の
条
件
を
論
じ
る
方
法
を

一
方
で
は
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
経
験
の
可
能
的
条
件
と
な
る
も
の
の
描

写
が
徹
底
性
を
欠
い
て
お
り
、
経
験
論
的
な
も
の
の
「
引
き
写
し
」
に
陥

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
を
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
哲
学
の
欠
点
に

対
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
哲
学
を
基
軸
と
し
、
経
験

の
原
理
の
「
発
生
へ
の
問
い
」
を
補
う
形
で
理
論
を
展
開
さ
せ
る
。
こ
う

し
た
問
題
設
定
に
基
づ
く
超
越
論
的
経
験
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
に

お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
「
超
越
論
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
の
描
出
が
、
理

解
の
た
め
の
基
軸
と
な
る
。

　
現
実
経
験
の
条
件
と
な
る
超
越
論
的
な
も
の
を
経
験
論
的
視
座
か
ら
語

ろ
う
と
す
る
の
は
、
一
見
す
る
と
相
矛
盾
す
る
企
て
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
前
述
の
通
り
、
経
験
の
成
立
条
件
を
述
べ
る
為
に
は
、
あ
る

種
の
超
越
論
的
な
視
座
を
組
み
込
む
必
要
性
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ド

ゥ
ル
ー
ズ
は
経
験
の
内
在
的
条
件
と
し
て
の
潜
在
性
を
描
く
こ
と
を
試
み

る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
「
超
越
論
的
」
と
い
う
語
の
使
用
に
つ

い
て
、
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
ル
ワ
ー
ド
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
超
越
論
的
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
、
そ
れ
自
体
と

し
て
の
創
造
性
、
現
働
的
ま
た
は
個
体
的
な
も
の
に
課
さ
れ
る
諸
々

の
制
限
か
ら
差
し
引
か
れ
た
創
造
性
の
描
出
を
目
的
と
す
る
。
し
た

も
の
」
か
ら
生
の
潜
在
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
ひ
と
つ
の
応
答
と

し
て
、
そ
の
独
自
の
意
義
が
見
出
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
為
で
あ
る
。

　
以
上
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
「
経
験
論
」
と
は
、
経

験
の
発
生
が
問
題
と
な
る
場
面
に
お
い
て
、「
潜
在
的
な
も
の
」
な
い
し

は
「
現
実
的
な
も
の
」
と
い
う
両
側
面
か
ら
生(

な
い
し
は
経
験)

の
在

り
方
を
問
う
思
想
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
ド
ゥ
ル

ー
ズ
の
哲
学
を
比
較
す
る
様
々
な
試
み
に
お
い
て
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
思

想
が
有
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
面
、
な
い
し
は
純
粋
経
験
の
自
己
展

開
の
記
述
か
ら
見
出
さ
れ
る
創
造
性
の
場
面
が
、
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
基
盤
と
な
る
両
者
の
根
幹
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
別

の
仕
方
で
あ
り
な
が
ら
も
共
に
「
内
在
的
な
捉
え
難
い
生
」
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
り
、
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
関
す
る
相
違

点
を
明
確
に
し
て
こ
そ
、
両
者
の
理
論
の
展
開
が
い
か
な
る
性
格
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
を
、
本
稿
を
通

じ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

一
　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
超
越
論
的
経
験
論
の
理
論
構
成

　
　
　
│
経
験
の
超
越
論
性
を
巡
っ
て

│

　
超
越
論
的
経
験
論
は
、
通
常
の
経
験
の
成
立
と
は
別
様
の
仕
方
で
、
経

験
の
発
生
・
成
立
が
論
じ
ら
れ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
全
体
の
根
幹
を
成
す

理
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
本
節
に
お
い
て
は
、
そ
の
問
題
設
定
の
基
盤

を
成
す
、
能
力
の
経
験
的
使
用
と
超
越
的
使
用
と
い
う
区
別
に
お
い
て
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
超
越
論
的
な
「
経
験
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
経
験
領
野
の
射
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使
」
に
ま
つ
わ
る
問
題
と
共
に
提
示
さ
れ
る
。

　
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
差
異
と
反
復
』
に
お
い
て
、
能
力
の
「
超
越
的
行
使
」

と
「
経
験
的
行
使
」
を
区
別
し
て
独
自
の
能
力
論
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で

の
「
超
越
的
」
と
い
う
表
現
は
、
前
述
の
よ
う
な
「
世
界
の
外
の
対
象
に

向
か
う
」
と
い
う
意
味
で
の
「
超
越
的
」
で
は
な
く
、
通
常
の
形
式
的
な

経
験
に
定
位
す
る
視
座
で
は
決
し
て
捉
え
得
な
い
、「
能
力
が
世
界
に
生

み
出
さ
れ
る
根
本
的
な
場
面
」
を
描
き
出
す
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ

る
）
6
（

。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
と
、
能
力
は
経
験
的
使
用
の
場
に
お
い
て
は
、

「
常
識
＝
共
通
感
覚sens com

m
un

」
の
下
で
統
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
感
性
・
想
像
力
・
悟
性
が
協
和
的
に
働
く
こ
と
で
、
あ
ら
か
じ
め
想

定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
「
再
認récognition

」
に
基
づ
く
、
安
定
し
た

経
験
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
超
越
論
的
経
験
論
に
お
い
て
は
、
前
述
の

通
り
、
同
一
性
の
形
式
の
統
制
か
ら
逃
れ
、
経
験
的
な
使
用
に
お
け
る
把

握
で
は
捉
え
得
な
い
「
能
力
の
発
生
」
が
強
制
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
が
論
じ

ら
れ
る）

7
（

。

　
以
上
の
能
力
の
経
験
的
使
用
と
超
越
的
使
用
の
区
別
を
前
提
と
し
、
前

者
に
よ
っ
て
生
じ
る
再
認
の
経
験
と
は
別
様
の
、
非
再
認
的
な
経
験
、
つ

ま
り
、
未
知
の
も
の
と
出
会
う
よ
う
な
実
在
的
な
経
験
か
ら
、
既
知
の
も

の
か
ら
の
従
属
を
逃
れ
る
「
思
考
の
発
生
」
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
る
。

こ
の
思
考
の
発
生
の
問
い
か
ら
、
経
験
の
根
底
に
存
す
る
潜
在
性
に
ま
つ

わ
る
議
論
が
や
が
て
具
体
化
さ
れ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は

深
入
り
せ
ず
、「
超
越
論
的
な
、
諸
制
限
か
ら
差
し
引
か
れ
た
前
個
体
的

な
内
在
性
か
ら
能
力
の
発
生
を
根
源
的
に
問
う
」
と
い
う
超
越
論
的
経
験

が
っ
て
「
超
越
論
的
」
と
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
創
造
の
内
在
性
に
お

け
る
、
そ
し
て
被
造
物
へ
の
そ
の
併
合
「
の
下
に
潜
む
」、
そ
れ
自

体
に
お
い
て
存
在
す
る
限
り
で
の
前
個
体
的
現
実
の
描
写
で
あ
る）

4
（

。

こ
の
箇
所
に
お
け
る
「
超
越
論
的
」
と
い
う
表
現
は
、「
超
越
的
」
と
い

う
表
現
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
ホ
ル
ワ
ー
ド
に
よ
る
と
、
経
験
を
俯

瞰
的
に
捉
え
る
こ
と
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
経
験
の
外
的
条
件
に
つ
い

て
の
解
釈
は
、
生
成
さ
れ
る
実
在
の
意
味
の
規
定
作
用
と
し
て
定
位
さ
れ

て
し
ま
い
、
最
終
的
に
経
験
を
形
式
的
に
捉
え
る
道
へ
と
陥
っ
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
経
験
か
ら
超
越
す
る
外
的
条
件
に
依
拠
し
つ
つ
、
経
験
の

構
成
を
捉
え
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
し
ま
う
と
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
全

体
に
示
さ
れ
る
、
潜
在
性
と
し
て
の
実
在
の
リ
ア
ル
な
姿
は
捉
え
得
な
い

の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「
超
越
的
な
も
の
」
に
対
す
る

視
点
を
排
し
つ
つ
、
潜
在
的
な
経
験
の
内
在
性
に
準
拠
し
な
が
ら
経
験
領

野
の
描
出
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ラ
プ
ジ
ャ
ー
ド
が
「
根
拠
の
同

一
性
形
式
に
と
っ
て
代
わ
る
の
が
、
無
底
の
自
由
な
差
異
で
あ
る）

5
（

」
と
論

じ
る
と
こ
ろ
の
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
通
底
す
る
規
定
さ
れ
得
な
い
潜
在

的
な
差
異
の
様
相
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
論
じ
た
様
な
経
験
に
対
す
る
視
座
か
ら
、
超
越
論
的
経
験
論
に
お

い
て
は
「
リ
ア
ル
な
経
験
」
の
成
立
を
提
示
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
徹
底
的
に
潜
在
的
な
視
座
か
ら
展
開
さ
れ
る
超
越
論
的
経
験
論

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
リ
ア
ル
な
経
験
」
と
は
い
か
な
る
経
験
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
『
差
異
と
反
復
』
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
、「
能
力
の
超
越
的
行
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続
的
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
を
平
等
に
経
験
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
が
特
に
「
内
的
生inner life

」
に
と
っ
て
の
「
感
じfeeling

」

に
依
拠
し
て
展
開
す
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
要
点
を
軸
と
し
て
展
開
さ

れ
る
。

　
第
一
の
要
点
、
つ
ま
り
経
験
同
士
の
関
係
性
に
重
点
を
置
く
見
方
は
、

「
主
知
主
義
批
判
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
展
開
さ
れ
る
。
例
え
ば
ジ

ェ
イ
ム
ズ
は
、
経
験
を
統
制
す
る
よ
う
な
絶
対
者
を
想
定
す
る
合
理
論
的

思
想
、
ま
た
、
経
験
同
士
の
分
離
的
な
面
を
強
調
し
、
経
験
を
統
制
の
無

い
分
離
的
な
事
物
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
す
経
験
論
的
思
想
を
、
そ
れ
ぞ

れ
「
あ
る
種
の
知
性
作
用
に
よ
っ
て
経
験
の
本
質
を
と
ら
え
損
ね
て
い
る

思
想
で
あ
る
」
と
し
、
経
験
の
根
源
的
な
把
捉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
調

停
を
目
論
む
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
に
対
す
る
視
座
か
ら
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
は
諸
々
の
主
知
主
義
者
に
対
し
て
、
経
験
と
情
動
的
状
態
が
本
来
的

に
有
し
て
い
る
多
様
性
を
軽
視
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
を
展
開
す
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
批
判
的
態
度
の
み
な
ら
ず
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
主
張

に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
は
「
内
的
生
」
の
い
わ
ゆ
る
「
カ
オ
ス
的
な
在

り
方
」
に
つ
い
て
の
独
自
の
視
点
で
あ
る
。
経
験
の
多
様
性
を
重
視
す
る

立
場
か
ら
展
開
さ
れ
る
カ
オ
ス
的
な
生
の
在
り
方
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

多
元
論
に
お
い
て
、
我
々
が
実
在
の
構
成
に
つ
い
て
認
め
る
よ
う
に

要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
我
々
自
身
が
有
限
な
生
の
あ
ら
ゆ
る
最
小
部

分
に
お
い
て
、
実
際
に
経
験
的
に
生
じ
て
い
る
の
を
見
出
す
も
の
だ

論
の
根
幹
的
な
視
座
の
確
認
に
留
め
て
お
き
た
い
。

　
超
越
論
的
経
験
論
に
お
い
て
は
、
経
験
に
お
け
る
形
式
性
を
徹
底
的
に

排
し
、
経
験
の
真
の
姿
の
把
捉
と
発
生
の
問
題
へ
の
遡
及
が
最
終
的
に
目

指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
に
お
い
て
は
、
素
朴
な
通
常
の
経
験
の

在
り
方
と
、
そ
の
潜
在
的
な
在
り
方
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

二
　
根
本
的
経
験
論
の
構
造
と
方
法

　
　
　
│「
内
的
生
」
の
視
座
か
ら）

8
（

│ 

　
前
節
で
概
観
し
た
超
越
論
的
経
験
論
の
視
座
に
対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

は
具
体
的
な
経
験
を
理
論
の
土
台
と
し
な
が
ら
、
経
験
の
根
源
性
に
つ
い

て
論
じ
る
。
根
本
的
経
験
論
の
方
法
や
形
而
上
学
的
な
理
論
と
し
て
の
純

粋
経
験
の
世
界
観
等
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
論
文
を
も
と
に
編
纂
・
出
版

さ
れ
た
『
根
本
的
経
験
論
』
の
中
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
自
身
の
経
験
論
的

立
場
の
表
明
や
哲
学
的
問
題
に
関
す
る
解
釈
と
同
時
に
、
経
験
主
体
の

「
生
」
に
関
す
る
独
自
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
本
節
に
お
い
て
は
、
そ

の
点
を
踏
ま
え
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
け
る
具
体
的
な
経
験
に
お
け
る
根
幹

的
な
「
生
」
へ
の
問
い
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
方
法
論
と
し
て
の
根
本
的
経
験
論
は
、「
経
験
さ
れ
る
も
の
を
全
て
実

在
的
な
も
の
と
み
な
す
」、
あ
る
い
は
「
経
験
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
験
の
流
れ
に
徹
底
的
に
根
差
す

こ
と
が
、
そ
の
記
述
の
前
提
と
な
る）

9
（

。
こ
う
し
た
基
本
的
性
格
を
有
す
る

根
本
的
経
験
論
は
、
経
験
同
士
の
関
係
性
を
重
視
し
、
分
離
的
で
あ
れ
接
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内
的
生
の
脈
動
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
を
感
じ
て
お
り
、
互
い
に
帰

属
し
あ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
う
し

て
捉
え
ら
れ
る
生
が
展
開
し
構
成
す
る
世
界
観
に
「
モ
ザ
イ
ク
哲
学
」
と

い
う
呼
称
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
様
々
な
経
験
同
士
の
連
結
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
、
モ
ザ
イ
ク
ア
ー
ト
の
よ
う
な
多
元
的
な
経
験
が
織
り
成
す
世
界

観
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　「
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
比
喩
は
誤
解
を
招
く
だ
ろ
う
﹇
…
…
﹈
し
か

し
こ
の
比
喩
は
、
経
験
そ
れ
自
体
が
、
大
き
な
全
体
と
し
て
、
そ
の
縁
に

沿
っ
て
成
長
す
る
こ
と
を
象
徴
す
る
の
に
役
立
つ
。
経
験
の
一
瞬
が
推
移

に
よ
っ
て
次
の
一
瞬
へ
と
増
加
し
、
連
接
的
で
あ
れ
離
接
的
で
あ
れ
、
経

験
の
糸experiential tissue

を
延
ば
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
否
定
し

え
な
い
、
と
私
は
主
張
す
る）
13
（

」。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
生
と
は
ま
さ

に
推
移
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
回
顧
的
に
生
き
る
と
同
時
に
、

展
望
的
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
経
験
同

士
の
連
続
的
推
移
の
関
係
が
、
経
験
同
士
の
相
互
認
識
を
可
能
に
す
る
。

こ
う
し
た
展
開
に
基
づ
い
た
純
粋
経
験
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
自
己
の
経

験
は
、
生
の
流
れ
と
し
て
常
に
自
己
の
内
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

三
　
根
源
的
経
験
に
対
す
る
視
座
の
相
違

　
│
経
験
の
潜
在
性
を
巡
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
各
々
の
視
座
か
ら
、
形
式
的
な
経
験

に
対
す
る
根
源
的
な
経
験
へ
遡
及
す
る
態
度
を
示
し
た
。
し
か
し
、
前
節

け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
な
る
実
在
的
な
も
の
も
絶
対
的
に
単
純

で
は
な
く
、
経
験
の
ど
の
最
小
の
断
片
も
多
元
的
に
関
係
し
あ
う
包

含
的
な
多
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
の
い
ず
れ
も
が
、
そ
れ
が
捉

え
ら
れ
る
仕
方
、
あ
る
い
は
他
の
も
の
を
捉
え
る
仕
方
の
、
一
側
面
、

一
性
質
、
一
機
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
10
（

。

我
々
の
経
験
は
潜
在
的
な
関
係
性
を
有
し
つ
つ
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、

一
切
の
も
の
を
包
含
す
る
実
体
的
な
も
の
を
措
定
す
る
よ
う
な
経
験
の
統

一
的
な
把
握
は
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
生
に
主
眼
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
験
は
「
何
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
」
と
し

て
の
み
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
う
し
た
生
と
は
如
何
に
し
て
存
在
し
、
把
握
さ
れ
得
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
二
点
目
の
「
内
的
生
」
の
把
握
に
お
い
て
試
み
ら
れ

る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
論
じ
る
生
の
連
続
的
な
在
り
方
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

主
張
す
る
持
続
的
な
生
に
関
す
る
主
張
を
受
け
入
れ
る
形
で
展
開
さ
れ

る
）
11
（

。
こ
う
し
た
経
験
の
連
続
性
に
つ
い
て
論
じ
た
文
脈
の
な
か
で
、
ジ
ェ

イ
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
各
人
の
内
に
あ
っ
て
、
現
在
、
直
接
的
に
現
前
し
て
い
る
内
的

生
の
脈
動pulse

は
、
そ
れ
自
身
が
、
小
さ
な
過
去
、
小
さ
な
未
来
、

我
々
自
身
の
身
体
の
小
さ
な
意
識
、
互
い
の
人
格
の
小
さ
な
意
識
で

あ
り
、
あ
る
い
は
、
我
々
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
諸
々
の
気
高
さ

sublim
ities

、
地
球
の
地
理
、
歴
史
の
向
き
、
真
理
と
誤
謬
、
善
と

悪
、
そ
の
他
述
べ
切
れ
な
い
様
々
な
も
の
に
つ
い
て
の
小
さ
な
意
識

で
あ
る）
12
（

。
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る
主
観
的
な
経
験
に
定
位
し
な
が
ら
経
験
の
只
中
に
お
け
る
変
化
に
つ
い

て
論
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
者
に
お
け
る
「
高
次
の
経
験
論
」
の

視
点
に
つ
い
て
の
相
違
は
、
以
下
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
記
述
か
ら
も
理
解
で

き
る
。「
内
在
が
、
も
は
や
そ
れ
自
身
と
は
別
の
も
の
に
対
し
て
内
在
的

で
な
い
時
に
、
内
在
平
面
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
よ

う
な
平
面
は
恐
ら
く
あ
る
根
本
的
な
経
験
論em

pirism
e radical

で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
主
体
の
内
在
的
な
体
験
の
流
れ
、
自
我
に
属
す
る
よ
う

な
も
の
の
内
で
個
別
化
す
る
様
な
体
験
の
流
れ
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い）
15
（

」。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
内
在
平
面
」
と
は
、
最
晩
年
の

著
書
、『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
哲
学
者
の
内
で
あ
る
概
念
が
創

造
さ
れ
る
次
元
と
し
て
の
根
源
的
な
「
思
考
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
示
さ

れ
る
も
の
で
あ
る）
16
（

。
経
験
の
超
越
的
な
領
野
と
し
て
の
絶
対
的
な
内
在
性

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
晩
年
の
論
考
「
内
在
│
ひ
と
つ
の
生
」
に
お
い
て
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
内
在
平
面
を
「
超
越
論
的
領
野cham

p transcendantal

」

と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
う
し
た
超
越
論
的
領
野
と
は
、「
非
人
称
的
な
意

識
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
通
常
の
経
験
の
流
れ
か
ら
逸
脱
し
、
経
験
的

な
視
点
で
は
捉
え
得
な
い
意
識
の
根
源
性
ま
で
遡
り
、
主
体
性
か
ら
逃
れ

る
形
で
、
経
験
の
原
理
が
最
終
的
に
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
名
を
挙
げ
た

ラ
プ
ジ
ャ
ー
ド
は
、
純
粋
経
験
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
論
じ
る
と
こ
ろ
の
内
在

平
面
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
付
し
た
名
称
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

織
物fabric
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
は
絶
え
ず
繰

ま
で
に
お
い
て
概
観
し
た
両
者
が
展
開
す
る
理
論
構
造
か
ら
も
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
、
そ
の
態
度
に
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
相
違
点
が
存
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
両
者
の
方
法
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
か
ら
生
じ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
経
験
に
根
差
し
つ
つ
も
、
そ
の
原
理
と
な
る
超
越
論
的
な
経
験
領
野
を

探
求
し
、
発
生
の
問
題
を
主
題
化
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
対
し
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
比
べ
る
と
、「
経
験
さ
れ
る
も
の
を
全
て
実
在
す
る

も
の
と
み
な
す
」
と
い
う
素
朴
な
態
度
か
ら
経
験
に
注
視
し
、
そ
の
根
源

性
を
問
う
て
い
る
。
共
に
同
じ
形
式
性
を
逃
れ
る
経
験
の
実
在
的
な
姿
を

捉
え
る
、
と
い
う
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
対
象
と
す
る
超
越
論
的
な
領
野
ま
で
遡
ら
な
か

っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
例
え
ば
鈴
木
泉
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

問
題
意
識
の
共
通
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
日
常
的
な
経
験
と
は
異
な
る
、
構
成
以
前
の
リ
ア
ル
な
経
験
を
繊
細
な

眼
差
し
で
も
っ
て
記
述
し
、
惰
性
化
し
て
日
常
の
手
垢
に
ま
み
れ
た
経
験

と
は
異
な
る
鮮
烈
な
る
経
験
の
し
な
や
か
な
変
貌
を
絶
え
ず
見
つ
め
る
こ

と
に
専
念
す
る
、
と
い
う
道
│
言
い
換
え
れ
ば
、
超
越
論
的
経
験
論
抜
き

の
高
次
の
経
験
論
、
な
い
し
は
根
元
的
経
験
論
〔
マ
マ
〕（radical 

em
piricism

）
│
も
あ
ろ
う）
14
（

」。

　
鈴
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
根
本
的
経
験
論
と
は
、
ド

ゥ
ル
ー
ズ
が
探
求
す
る
よ
う
な
、
素
朴
的
な
経
験
に
対
す
る
超
越
論
的
な

領
野
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
あ
く
ま

で
個
人
的
な
生
活
の
記
録
の
材
料
と
な
る
「
知
覚
の
流
れ
」
と
表
現
さ
れ
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り
、
強
調
さ
れ
た
り
忘
れ
去
ら
れ
た
り
し
て
い
る）
18
（

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
主
観
的
な
意
識
の
流
れ
を
拡
張
し
た
世
界
観
を
基
軸
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
世
界
観
に
お
い
て
は
、
純
粋
経
験
同
士
の
関
係
性
に
よ

っ
て
物
理
的
関
係
・
精
神
的
関
係
・
認
識
的
関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
論
じ

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
経
験
の
次
元
で
理
解
・
承
認
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い）
19
（

。

　
こ
う
し
た
見
方
に
基
づ
き
、
全
体
を
秩
序
立
て
て
把
握
す
る
形
式
的
な

経
験
の
在
り
方
で
は
な
く
、
経
験
の
部
分
同
士
の
関
係
性
に
注
視
す
る
具

体
的
な
経
験
の
在
り
方
に
よ
っ
て
、
純
粋
経
験
の
世
界
の
成
り
立
ち
が
示

さ
れ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
経
験
に
お
け
る
因
果
作
用
が
「
世
界
の
塵

dirt of the w
orld

」
に
ま
み
れ
て
存
在
す
る
と
表
現
し
て
い
る
点
か
ら

示
さ
れ
る
よ
う
に）
20
（

、
そ
れ
は
現
実
的
な
経
験
を
形
式
的
な
制
限
さ
れ
た
も

の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
性
に
注
視
し
て
こ
そ
展
開
さ

れ
る
。
一
見
す
る
と
単
な
る
実
用
主
義
的
発
想
と
み
ら
れ
る
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
の
思
想
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
の
視
座
か
ら
捉
え
ら
れ
た
、
単
純

に
は
汲
み
尽
く
し
得
な
い
現
実
経
験
の
豊
饒
さ
か
ら
経
験
の
展
開
の
方
向

性
を
示
す
理
論
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
内
実
を
踏
ま
え
る
と
、
内
在
平
面
の
哲
学
と
純
粋
経
験
の
哲
学

は
、
共
に
経
験
の
内
的
原
理
へ
遡
及
す
る
「
高
次
の
経
験
論
」
と
し
て
示

さ
れ
る
と
は
言
え
、
そ
の
理
論
的
展
開
の
場
と
し
て
据
え
ら
れ
る
経
験
領

野
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
超
越

論
的
経
験
論
と
現
実
経
験
が
い
か
に
し
て
両
立
し
得
る
か
、
と
い
う
問
題

は
重
要
な
課
題
と
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
は
残
さ
れ
て
い
る
が）
21
（

、
こ
れ

り
返
さ
れ
る
。
純
粋
経
験
の
織
物
が
存
在
す
る

│
こ
の
説
明
と
し

て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
内
在
平
面

は
絶
え
ず
織
り
上
げ
ら
れ
る
巨
大
な
杼
で
あ
る
」。
ち
ょ
う
ど
彼
ら

に
と
っ
て
内
在
平
面
が
「
限
界
の
な
い
〈
一
者
│
全
体
〉」
と
し
て

定
義
さ
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
は
、
純
粋
経
験
は

「
曖
昧
な
一
元
論m

onism
e vague

」
と
し
て
提
示
さ
れ
る）
17
（

。

ラ
プ
ジ
ャ
ー
ド
に
よ
る
と
、
純
粋
経
験
は
多
数
の
「
道
筋
／
進
路
」
を
包

含
し
て
お
り
、
経
験
の
成
立
と
は
、
そ
の
潜
在
性
か
ら
実
現
へ
の
移
行
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
の
経
験
の
潜
在
性
か
ら
実
現
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
ジ

ェ
イ
ム
ズ
哲
学
に
お
い
て
は
最
終
的
に
、
第
二
節
で
論
じ
た
モ
ザ
イ
ク
哲

学
と
し
て
の
多
元
的
世
界
観
へ
と
具
体
的
に
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
モ
ザ
イ
ク
哲
学
と
は
あ
く
ま
で
経
験
領
野
の
内
に
多
様
な
も

の
の
存
在
を
認
め
る
、
す
な
わ
ち
、
経
験
論
を
多
元
論
と
し
て
捉
え
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
根
本
的
経
験
論
の
本
質
を
指
し

示
す
表
現
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
純
粋
経
験
の
世
界
に
お
い
て

は
、
前
述
の
通
り
、
経
験
の
「
分
離
的
関
係
」
お
よ
び
「
接
続
的
関
係
」

と
い
う
関
係
性
を
平
等
に
実
在
的
に
見
な
す
と
い
う
点
か
ら
経
験
領
野
が

見
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
性
は
経
験
に
対
し
て
「
親
密
な
関
係
」
か
「
疎

遠
な
関
係
」
で
あ
る
か
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
伊
藤
邦
武
が
「
世
界
は
一
つ
の
拡
が
り
の
全
体
と
し
て
時
間
と
と

も
に
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
拡
が
り
と
は
意
識
の
領
野
で
あ
り
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
言
葉
で
い
う
『
談
話
の
宇
宙(the universe of discourse)

』
で

あ
る
。
こ
の
談
話
の
宇
宙
の
な
か
で
無
数
の
経
験
が
生
ま
れ
た
り
消
え
た
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底
的
に
捉
え
る
視
点
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
っ
て
経
験
の
内
的
原
理
を
捉
え
よ
う
と
し
た
営
み
で
あ
る
と
言
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
そ
の
可
能
的
な
道
筋
が
呈
示

さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
為
、
両
者
の
哲
学
全
体
を
通
じ
て
問
わ
れ
る
経
験
の

潜
在
性
の
具
体
的
な
内
実
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
な
る
検
討
が
必
要
だ
ろ

う
。

　
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
』
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。「
我
々
個
々
人
に
と
っ
て
重
要
な
哲
学
と
は
、
技
術
的
な
方

法
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
生
が
純
粋
に
根
深
く
意
味

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
我
々
の
低
次
の
感
覚dum

b sense

な
の

で
あ
る
﹇
…
…
﹈
哲
学
と
は
、
宇
宙
全
体
の
圧
力push

と
緊
張

pressure

を
、
理
解
し
感
じ
る
我
々
の
個
人
的
な
方
法
な
の
で
あ
る）
23
（

」。

こ
の
よ
う
な
、
一
見
す
る
と
素
朴
な
哲
学
の
営
為
に
関
す
る
基
本
的
態
度

を
示
す
主
張
も
、
そ
の
奥
底
の
潜
在
的
な
在
り
様
へ
と
遡
及
す
る
方
向
性

へ
辿
っ
て
ゆ
く
と
、
経
験
の
内
在
的
原
理
は
「
現
実
的
な
も
の
」
と
「
潜

在
的
な
も
の
」
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
道
筋
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　（
1
）Cf. D

avid Lapoujade, W
illiam

 Jam
es, Em

pirism
e et pragm

atism
e, 

Paris: Le Seuil, 2007, surtout pp.33-40.
　（
2
）Cf. N

atalie D
epraz, Lucidité du corps : de l'em

pirism
e transcendan-

tal en phénom
énologie, D

ordrecht: Kluw
er A

cadem
ic, 2001, surtout 

pp.206-212.

　（
3
）
山
森
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
け
る
非
本
質
的
問
題
主
義
か
ら
見
出
さ
れ
る
ヴ
ィ

に
対
し
て
根
本
的
経
験
論
は
、
ま
さ
に
現
実
経
験
に
準
拠
し
つ
つ
形
式
性

を
逃
れ
る
「
高
次
の
経
験
論
」
の
視
座
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
経
験
の
実

在
性
を
示
す
存
在
論
的
立
場
の
形
成
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭

で
論
じ
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
は
多
元
的
な
価

値
観
を
認
め
る
理
論
と
し
て
捉
え
得
る
為
、
実
践
的
場
面
に
お
け
る
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
に
よ
る
比
較
に
お
い
て
も
有
益
な
意
義
が
見
出
さ

れ
る）
22
（

。
し
か
し
、
本
稿
で
行
っ
た
経
験
の
内
的
原
理
を
巡
る
二
側
面
と
し

て
の
両
者
の
経
験
論
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
展
開
を
可
能
と
す
る

よ
う
な
経
験
の
根
源
性
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
深
意
が
存

し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
ま
で
根
本
的
経
験
論
と
超
越
論
的
経
験
論
が
有
し
て
い
る
方
法
論

的
特
徴
、
そ
し
て
純
粋
経
験
と
い
う
多
元
的
宇
宙
の
根
本
素
材
、
お
よ
び

内
在
平
面
と
い
う
極
地
を
ひ
と
つ
の
起
点
と
し
て
見
出
さ
れ
る
経
験
の
原

理
に
つ
い
て
、
雑
駁
な
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
概
観
し
た
。
ジ
ェ
イ
ム

ズ
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
い
て
は
、「
根
源
的
な
」
経
験
論
的
視
点
か
ら
把

捉
さ
れ
る
内
的
原
理
を
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
る
独
自
の
方
法
論
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
思
想
形
成
の
立
脚
点
の
特
質
を
明
示
し
て
い
る
。
経
験
を
巡
る

「
現
実
的
な
も
の
」
と
「
潜
在
的
な
も
の
」
の
非
類
似
性
が
強
調
さ
れ
る

形
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
超
越
論
的
経
験
論
に
お
い
て
は
後
者
が
強
調
さ
れ

る
こ
と
で
、
そ
の
発
生
を
問
う
視
点
か
ら
経
験
の
構
造
が
問
題
と
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
根
本
的
経
験
論
と
は
、
ま
さ
に
前
者
を
徹



159 │ 経験の内在的原理についての一考察

頑
な
に
拒
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
両
者
間
の
近
似
性
・
及
び
相
違
点
の
比
較
に

関
し
て
は
、
加
國
尚
志
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
英
米
の
哲
学
者
│
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の

交
友
│
」『
現
代
の
哲
学
：
西
洋
哲
学
史
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千
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郎
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、
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史
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二
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。
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史
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。
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創
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前
提
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提
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ジ
ョ
ン
を
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ゥ
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ジ
ア
ン
・
プ
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マ
テ
ィ
ズ
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」
と
称
し
、
昨
今
の
研

究
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
理
論
の
展
開
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
山
森
祐

毅
『
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
　
超
越
論
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経
験
論
の
生
成
と
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造
』
人
文

書
院
、
二
〇
一
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年
、
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二
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頁
を
参
照
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4
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ピ
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タ
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・
ホ
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踏
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の
連
続
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に
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ジ
ェ
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ズ
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直
接
的
で
名
付
け
得
な
い
段
階
に
あ
る
経
験
の
豊
か
さ
を
指
摘
し
た
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
方
法
に
則
り
、「
感
覚
的
生
の
よ
り
根
源
的
な
流
れ
」
を
見
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
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ジ
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学
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意
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流
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概
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る
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を


