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本
論
文
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
一
八
五

九
│
一
九
四
一
）
と
日
本
の
美
術
批
評
家
柳
宗
悦
（
一
八
八
九
│
一
九
六

一
）
の
芸
術
批
評
を
、
身
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
そ
し
て
、

彼
ら
の
芸
術
論
に
お
い
て
、
宗
教
的
特
徴
と
結
び
つ
い
た
美
の
姿
が
追
求

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
論
か
ら
柳
の

民
藝
理
論
へ
の
影
響
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
日
本
の
民
藝
運
動
を
開
始
し
た
柳
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
詩
人
／
画
家
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
（
一
七
五
七
│
一
八
二

七
）
と
日
本
の
仏
教
学
者
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
│
一
九
六
六
）
の
影
響

を
受
け
て
自
身
の
「
民
藝
」
に
関
す
る
思
索
を
行
っ
た）

1
（

。
ま
た
、
柳
が
民

藝
運
動
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
陶
芸
家
バ
ー
ナ
ー
ド
・

リ
ー
チ
（
一
八
八
七
│
一
九
七
九
）
や
日
本
の
彫
刻
家
高
村
光
太
郎
（
一

八
八
三
│
一
九
五
六
）、
画
家
の
岸
田
劉
生
（
一
八
九
一
│
一
九
二
九
）

な
ど
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る）

2
（

。
上
記
の
芸
術
家
や
思
想
家
か
ら

柳
へ
の
影
響
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
こ
れ
ら
明
ら
か
な
影

響
関
係
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
批
評
に
お
け
る
身
体
性
と
宗
教

性
と
い
う
観
点
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
の
思
想
を
検
討
す
る
。

　
柳
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
彼
の
初
期
の
論
文
の
な
か
で
議
論
を
展
開

し
て
い
る）

3
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
柳
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
関
係
は
全
く
皆
無
だ
と
言

え
な
い
。
し
か
し
、
柳
の
著
作
の
な
か
に
は
身
体
性
と
い
う
観
点
か
ら
ベ

ル
ク
ソ
ン
を
論
じ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
日
本
の
哲
学
に
与
え
た
影
響
は
非
常
に
大
き
い
。
ま

た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
影
響
は
、
岸
田
劉
生
に
も
及
ん
で
い
る
と
、
フ
ラ
ン

ス
の
日
本
美
術
研
究
者
ミ
カ
エ
ル
・
リ
ュ
ケ
ン
は
考
え
て
い
る
。
リ
ュ
ケ

ン
は
、
当
時
の
日
本
の
知
識
人
や
芸
術
家
に
と
っ
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
／
ベ

ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
の
思
想
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
は
日
本
の
知
識
人
と
芸
術
家
が
す
で
に
抱
え
て

い
た
問
題
に
つ
い
て
、
独
創
的
な
解
決
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

〈
研
究
論
文
７
〉

川
　
里
　
　
　
卓
　

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
宗
悦
の
芸
術
批
評
に
お
け
る
身
体
性
と
宗
教
性

│
ベ
ル
ク
ソ
ン
美
学
か
ら
民
藝
理
論
へ
の
思
想
的
影
響
の
検
討

│
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徴
で
も
あ
っ
た
」（
前
掲
書
、
七
九
頁
）。
内
村
鑑
三
の
思
想
に
見
ら
れ
る

キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
概
念
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
白
樺
派
を
つ
な
ぐ
も
の

で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
白
樺
派
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
有

島
武
郎
（
一
八
七
八
│
一
九
二
三
）
の
芸
術
観
に
お
け
る
、「
芸
術
と
愛

を
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
」（
前
掲
書
、
八
〇
頁
）
に
明
確
に
現
れ
て
い
る

と
言
う
）
5
（

。
柳
と
有
島
は
雑
誌
『
白
樺
』
を
創
刊
し
た
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
白
樺
派
の
思
想
的
背
景
に
は
、
芸
術
に
お
け
る
絶
対
的

な
も
の
の
表
現
の
模
索
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　
柳
の
思
想
に
は
仏
教
、
特
に
浄
土
真
宗
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
柳
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
美
の
法
門
』
な
ど
の
言
葉

に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
内
村
鑑
三
が
キ
リ
ス
ト
教
を
通
し
て
思
索
を
行
っ

た
よ
う
に
、
柳
は
浄
土
真
宗
と
い
う
宗
教
を
背
景
と
し
て
自
身
の
民
藝
運

動
の
理
論
を
構
築
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
柳
の
芸
術
思
想
に
は
、
芸
術
を
通

し
た
宗
教
的
な
表
現
の
実
現
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
白

樺
派
の
思
想
的
背
景
、
す
な
わ
ち
宗
教
的
な
特
徴
と
結
び
つ
い
た
芸
術
表

現
と
い
う
同
時
代
の
背
景
の
も
と
で
、
柳
の
思
想
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思

想
と
同
列
に
置
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
上
記
の
点
を
踏
ま
え
、
本
論
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
の
芸
術
批
評
に

お
い
て
は
、
身
体
を
媒
介
と
し
て
、
宗
教
的
な
絶
対
性
と
結
び
つ
い
た
芸

術
表
現
が
可
能
と
な
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
検
討

す
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
を
重
視
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス

ム
の
系
譜
に
属
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
身
体
が
事
物
の
「
内
的
生
命
」
を

提
示
す
る
た
め
の
媒
介
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら

で
あ
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ス
ム

と
岸
田
劉
生
を
同
列
に
置
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
受
容

の
頂
点
で
あ
っ
た
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
に
書
い
た
岸
田
の
文
章

の
中
に
、「
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
美
の
実
現
に
必
要
で
あ
る
と

い
う
考
え
方
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
、
日

本
人
知
識
人
や
芸
術
家
に
あ
っ
て
日
露
戦
争
後
に
結
晶
化
し
た
何
か

マ
ジ
ッ
ク
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
、
啓
示
に
よ
る
行
動
の
原
理
に
基

づ
く
思
考
の
表
現
が
あ
る
の
だ
。（『
20
世
紀
の
日
本
美
術
』
南
訳
、

八
一
頁
）
4
（

）

リ
ュ
ケ
ン
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
精
神
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
』
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
岸
田
を
「
啓
示
に
よ
る

行
動
の
原
理
に
基
づ
く
思
考
」
を
通
し
て
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
言

わ
れ
る
「
啓
示
」
を
、
本
論
文
で
は
神
の
創
造
物
で
あ
る
各
々
の
事
物
が
、

人
間
の
知
覚
に
現
前
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
神
が
私
た
ち
の
知
覚
に
現
前

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
日
本
に
輸
入
さ

れ
た
当
時
の
日
本
人
の
知
識
人
や
芸
術
家
は
、
芸
術
を
通
し
て
理
想
の
表

現
を
追
求
し
、
そ
れ
が
日
本
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

リ
ュ
ケ
ン
が
同
列
に
並
べ
検
討
す
る
の
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
岸
田
で
あ
る
。

で
は
、
同
じ
よ
う
な
時
代
背
景
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
は
、
岸

田
以
外
の
他
の
芸
術
家
や
思
想
家
に
つ
い
て
も
比
較
検
討
が
可
能
で
あ
る

か
。
こ
の
点
に
関
し
て
リ
ュ
ケ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
内
村

が
そ
の
教
義
を
捨
て
る
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
は
、
大
正
時
代
に

は
白
樺
派
の
メ
ン
バ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
芸
術
家
に
見
ら
れ
た
特
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る
芸
術
論
を
検
討
す
る
。

１　
「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
に
お
け
る
美
と
神
の
関
係

　「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
）
9
（

」
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ラ
ヴ

ェ
ッ
ソ
ン
の
仕
事
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
を
通
し
て

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）
10
（

。
こ
の
論
文
は
最
初
一
九

〇
四
年
に
人
文
・
社
会
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
『
報
告
』
に
掲
載
さ
れ
、
一

九
三
二
年
に
ド
ゥ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
ズ
が
刊
行
し
た
『
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ラ
ヴ

ェ
ッ
ソ
ン 

遺
稿
と
断
片
』
に
序
文
と
し
て
採
録
さ
れ
た）
11
（

。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ

ン
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
師
で
あ
る）
12
（

。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
ス
ム
の
系
譜
に
属
し
て
お
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
そ
の
流
れ
に
属

し
て
い
る
。
ア
ン
ド
レ
・
ラ
ラ
ン
ド
の
『
哲
学
用
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
と
は
、「
精
神
、
い
い
か
え
れ
ば
意

識
的
思
惟
の
独
立
性
と
優
位
を
承
認
す
る
あ
ら
ゆ
る
学
説
）
13
（

」
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
は
精
神
の
反
省
が
物
質
よ

り
優
位
に
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
芸
術
論
で

は
、
例
え
ば
「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
に
あ
る
次
の
一
節
に
、

フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
の
特
徴
が
読
み
取
れ
る
。「
真
の
芸

術
と
は
、
モ
デ
ル
の
個
性
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
、
眼
に
見
え
る
線
の
背

後
に
眼
に
見
え
な
い
運
動
を
、
さ
ら
に
そ
の
運
動
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
深

い
志
向
を
、
人
間
の
根
源
的
な
願
望
を
、
色
と
形
の
限
り
な
い
豊
か
に
釣

り
合
う
単
純
な
思
想
を
求
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
」（LR, 1460, 

邦
訳

「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
原
訳
、
三
六
四
頁
）。
表
面
に
現
れ
た

見
え
る
も
の
の
背
後
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
人
間
の
根
源
的
な
願
望
」
や

神
の
啓
示
に
結
び
つ
い
た
芸
術
家
の
認
識
が
行
わ
れ
る
と
い
う
立
場
を
取

る
よ
う
に
、
柳
も
自
我
を
介
さ
な
い
認
識
お
よ
び
「
手
」
を
介
し
た
仕
事

か
ら
、
雑
器
に
仏
の
働
き
と
結
び
つ
い
た
美
が
現
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。

一
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
論
に
お
け
る
身
体
性
と
宗
教
性

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
美
学
に
つ
い
て
の
著
作
を
残
し
て
は
い
な
い
。
し
か

し
、
彼
の
著
作
に
は
芸
術
に
関
す
る
考
察
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
美
学
に
関
す
る
著
作
の
出
版
を
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
最
後
の
著
作
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
を
執
筆
す

る
以
前
に
、
次
の
著
作
が
美
学
ま
た
は
道
徳
に
関
す
る
も
の
か
、
あ
る
い

は
双
方
に
な
る
か
、
わ
か
ら
な
い
と
語
っ
た
と
言
う
）
6
（

。
最
終
的
に
彼
の
思

索
は
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
に
結
実
す
る
が
、
一
九
三
四
年
に
美
学

に
関
す
る
著
作
の
出
版
を
尋
ね
ら
れ
た
際
に
、
参
考
資
料
を
収
集
す
る
に

は
年
を
取
り
過
ぎ
て
い
る
た
め
、
も
し
再
び
こ
の
世
に
生
を
享
け
る
こ
と

が
あ
れ
ば
そ
れ
を
書
く
と
述
べ
た
と
言
う
）
7
（

。
谷
川
渥
は
、「〈
ベ
ル
ク
ソ
ン

美
学
〉
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
の
統
一
的

考
察
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て

い
る）

8
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
美
学
を
想
像
す
る
こ
と
は
的
外
れ

な
考
察
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
論
の
全
て
を

統
一
的
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
論
文
で
は
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
最
後
の
著
作
『
思
考
と
動
き
』
に
収
め
ら
れ
た
最
後
の
論
文

「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
お
よ
び
『
笑
い
』
の
第
三
章
に
お
け
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外
部
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

「
神
」
と
い
う
特
徴
を
、
こ
の
世
界
に
実
際
に
現
象
と
し
て
現
れ
て
い
る

点
に
見
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
神
の
啓
示
と

は
、
あ
る
現
象
が
私
た
ち
の
意
識
に
現
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
意
味

す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
美
学
に
つ
い
て
の
著
作
を
書
か
な
か
っ
た
の
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
美
と
神
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
は
、
全
て
の
著

作
を
通
じ
て
先
ほ
ど
引
用
し
た
部
分
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
自

ら
を
投
げ
出
す
原
理
の
う
ち
に
、
神
の
啓
示
が
示
さ
れ
て
い
る
と
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
上
記
の
引
用
に
お
い
て
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。

　
上
記
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
は
一
九

〇
四
年
に
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
第

三
の
著
書
『
笑
い
』
を
刊
行
し
た
翌
年
に
あ
た
る
。
ま
た
、
一
九
三
四
年

の
『
思
考
と
動
き
』
へ
の
再
掲
載
に
あ
た
り
、
最
初
に
掲
載
さ
れ
た
論
文

か
ら
の
修
正
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い）
14
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、「
ラ
ヴ
ェ
ッ

ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
に
お
け
る
芸
術
観
は
、『
笑
い
』
の
第
三
章
で
論

じ
ら
れ
る
芸
術
論
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

れ
ら
二
つ
の
著
作
の
芸
術
論
は
同
列
に
並
べ
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来

る
。「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
次
に
『
笑

い
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

２　
『
笑
い
』
に
お
け
る
芸
術
論

　『
笑
い
』
の
副
題
は
「
お
か
し
み
の
意
義
に
つ
い
て
の
試
論
」
で
あ
る
。

こ
の
副
題
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、『
笑
い
』
は
喜
劇
に
つ
い
て
論
じ
た

「
単
純
な
思
想
」
を
想
定
す
る
。
物
質
の
表
面
に
現
れ
る
形
態
や
色
彩
を

超
え
た
背
後
に
あ
る
、
対
象
の
本
質
を
芸
術
家
は
洞
察
す
る
。
こ
こ
に
は

人
間
の
精
神
が
物
質
を
乗
り
越
え
る
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
美
」
と
「
神
」
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
を
引
用

し
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

芸
術
家
の
目
で
宇
宙
を
観
照
す
る
人
に
と
っ
て
、
美
は
優
雅
さ
を
通

し
て
読
み
取
ら
れ
、
優
雅
さ
の
下
に
は
善
意
が
透
け
て
見
え
る
。
す

べ
て
も
の
は
運
動
を
記
録
す
る
そ
の
形
態
に
よ
り
、
自
ら
を
投
げ
出

す
原
理
の
限
り
な
い
寛
容
を
示
し
て
い
る
。
運
動
に
見
ら
れ
る
魅
力

と
神
の
善
意
の
特
徴
で
あ
る
気
前
の
よ
さ
を
、
同
じ
く
優
雅
と
い
う

言
葉
で
呼
ぶ
の
は
間
違
っ
て
い
な
い
。（LR, 1472, 

前
掲
書
、
三
八

〇
│
三
八
一
頁
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
優
雅
さ
」
と
「
神
の
善
意
」
が
同
じ
原
理
、
す
な
わ
ち

宗
教
的
な
概
念
が
芸
術
の
表
現
と
一
致
す
る
と
考
え
る
。「
美
」
と
「
神
」

は
、
一
見
す
る
と
異
な
る
観
念
を
表
現
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、

根
底
で
は
、
そ
れ
ら
が
自
ら
を
人
間
の
意
識
の
方
へ
投
げ
出
す
点
で
同
じ

も
の
で
あ
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
。
こ
こ
で
は
「
美
」
や
「
神
」
か
ら

人
間
の
意
識
へ
向
か
う
方
向
性
が
存
在
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
宗

教
的
な
特
徴
と
結
び
つ
い
た
美
の
観
念
は
、
人
間
の
意
識
の
あ
り
方
、
す

な
わ
ち
怒
り
や
悲
し
み
な
ど
の
心
理
状
態
に
関
係
な
く
、
常
に
人
間
の
意

識
に
向
か
っ
て
自
ら
を
投
げ
出
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
ら
を
投
げ

出
す
状
態
に
、「
神
」
と
い
う
宗
教
的
な
表
現
と
結
び
つ
い
た
特
徴
が
あ

る
と
考
え
る
。
私
た
ち
の
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
、
神
は
こ
の
世
界
の
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現
は
、
実
生
活
に
向
け
ら
れ
た
注
意
と
の
関
連
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
（Le 

Rire, 459

）。
例
え
ば
、
私
た
ち
が
椅
子
を
見
る
と
き
を
考
え
て
み
よ
う
。

通
常
椅
子
は
、
座
る
た
め
の
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
。
椅
子

が
目
の
前
に
現
れ
て
も
、
こ
の
観
点
か
ら
椅
子
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
私

た
ち
は
そ
れ
以
上
椅
子
の
こ
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
椅
子
が
持
つ
独
特
の

雰
囲
気
や
特
徴
、
す
な
わ
ち
椅
子
そ
の
も
の
の
姿
は
、
こ
の
と
き
覆
い
隠

さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
椅
子
は
座
る
た
め
の
も
の
と
い
う
概
念

が
、
対
象
そ
の
も
の
を
眺
め
る
認
識
を
妨
げ
る
働
き
を
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
対
象
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
は
私
た
ち
に
常
に
現
前
し
、
私
た
ち
の
意

識
に
向
か
っ
て
自
ら
を
投
げ
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
間
に
実
生
活
へ

向
け
ら
れ
る
概
念
が
仲
介
す
る
た
め
に
、
そ
の
対
象
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿

が
私
た
ち
の
意
識
に
到
達
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
。
こ
の
生
活
に
向
け

ら
れ
る
注
意
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
ヴ
ェ
ー
ル
」（Voile

）
と
呼
ん
で
い
る
。

　
一
方
で
、「
自
然
」
は
こ
の
よ
う
な
生
活
に
向
け
ら
れ
る
注
意
か
ら
離

れ
た
存
在
、
す
な
わ
ち
芸
術
家
を
生
み
出
し
て
い
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
考

え
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
芸
術
家
の
認
識
と
は
、
私
た
ち
の
意
識

や
感
覚
に
生
得
的
に
備
わ
る
「
離
脱
」（d étachem

ent

）
を
伴
う
も
の
で

あ
り
、
意
志
的
で
熟
慮
さ
れ
た
認
識
で
は
な
い
（Ibid., 461

）。
意
思
や

熟
慮
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
体
系
的
な
思
考
は
、
人
間
の
理
性
が
構
築
す

る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
構
築
し
た
弁
証
法
の
体

系
は
、
彼
の
理
性
の
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
「
自
然
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
境
地
で
は
な
い
。
芸
術
家

に
お
け
る
「
離
脱
」
は
、
理
性
や
意
思
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
認
識
で
は

著
作
で
あ
る）
15
（

。
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究
者
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ォ

ル
ム
ス
に
よ
れ
ば
、『
笑
い
』
は
一
つ
の
身
体
論
で
あ
る）
16
（

。
な
ぜ
「
笑
い
」

が
身
体
論
な
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
笑
い
は
一
種
の
社
会
的
な

懲
罰
で
あ
る
。
例
え
ば
、
道
に
落
ち
て
い
る
バ
ナ
ナ
の
皮
に
滑
っ
て
転
ぶ

人
を
笑
う
の
は
、
障
害
物
を
避
け
る
と
い
う
、
そ
の
人
の
身
体
の
柔
軟
性

の
欠
如
を
罰
す
る
た
め
で
あ
る
。
生
命
は
柔
軟
な
運
動
を
各
人
に
要
求
す

る
が
、
こ
わ
ば
っ
た
身
体
が
そ
の
流
れ
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

生
命
の
延
長
で
あ
る
社
会
は
、
こ
わ
ば
っ
た
身
体
を
笑
い
に
よ
っ
て
罰
す

る
）
17
（

。
喜
劇
は
こ
の
種
の
笑
い
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、『
笑

い
』
は
一
種
の
身
体
論
な
の
で
あ
る
。

　『
笑
い
』
の
第
三
章
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
芸
術
一
般
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
芸
術
作
品
が
何
を
表
現
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
見
解
に
従
い
、
本
稿
は
、

『
笑
い
』
が
喜
劇
を
論
じ
た
一
種
の
身
体
論
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
。

で
は
、
同
じ
『
笑
い
』
の
第
三
章
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
芸
術
一
般
を
論
じ
た

箇
所
に
は
、
身
体
性
と
い
う
特
徴
を
見
出
せ
る
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ

の
点
を
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

対
象
の
「
内
的
生
命
」
を
芸
術
家
が
表
現
す
る
と
考
え
る
と
き
、
芸
術
家

の
知
覚
す
な
わ
ち
身
体
を
媒
介
と
し
て
そ
の
表
現
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
立
て
て
み
た
い
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
言
う
「
離
脱
」（détachem

ent

）
と
い
う
概
念
に
着
目
す
る
。
以
下

こ
の
仮
説
を
検
証
し
て
い
く）
18
（

。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
批
評
に
お
い
て
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
対
象
の
表
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ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
芸
術
家
と
は
、
生
活
に
向
け
ら
れ
る
注
意
と
い
う

「
ヴ
ェ
ー
ル
」
が
取
り
除
か
れ
、
す
な
わ
ち
「
自
然
」
に
よ
っ
て
有
用
性

か
ら
「
離
脱
」
し
た
知
覚
を
与
え
ら
れ
、
神
の
善
意
と
自
ら
の
意
識
を
一

致
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
能
力
を
持
つ
人
々
で
あ
る
。
対
象
を
有
用
性
と

い
う
観
点
か
ら
認
識
す
る
よ
う
形
作
ら
れ
て
い
る
人
間
の
知
覚
／
身
体

が
、「
離
脱
」
に
よ
っ
て
透
明
な
も
の
と
な
っ
た
結
果
、「
神
」
と
い
う
宗

教
的
な
特
徴
と
結
び
つ
い
た
対
象
の
姿
が
、
芸
術
家
の
知
覚
に
は
現
れ
て

い
る
。
本
節
で
検
討
し
た
宗
教
性
と
結
び
つ
い
た
美
の
姿
は
、
柳
の
芸
術

観
に
も
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
次
に
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
　
柳
宗
悦
「
雑
器
の
美
」
と
「
美
の
法
門
」

　
本
節
で
は
柳
の
小
論
「
雑
器
の
美
」
と
「
美
の
法
門
」
に
お
け
る
見
解

を
検
討
し
、
柳
の
思
想
に
お
け
る
身
体
性
と
宗
教
性
の
関
係
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

　「
雑
器
の
美
」
は
一
九
二
六
年
九
月
に
柳
が
三
七
歳
の
時
に
執
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。「
民
藝
」
と
い
う
言
葉
は
、
柳
や
河
井
寛
次
郎
、
濱
田
庄
司
、

富
本
憲
吉
に
よ
っ
て
一
九
二
六
年
四
月
に
発
行
さ
れ
た
『
日
本
民
藝
美
術

館
設
立
趣
意
書
』
に
は
じ
め
て
公
式
に
使
用
さ
れ
た）
19
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下

に
扱
う
「
雑
器
の
美
」
は
、
民
藝
運
動
が
開
始
さ
れ
た
初
期
の
作
品
に
相

当
す
る
。
美
術
批
評
家
の
出
川
直
樹
は
、
柳
の
理
論
的
な
見
解
は
こ
の
論

で
ほ
ぼ
出
尽
く
し
て
お
り
、
そ
の
後
の
柳
は
そ
の
見
解
を
一
歩
も
出
て
い

な
い
と
言
う
）
20
（

。
筆
者
も
こ
の
見
解
に
概
ね
賛
成
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ

れ
以
上
そ
の
点
に
触
れ
な
い
。

な
い
。
こ
れ
は
知
覚
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
芸
術
家
の
身
体
そ
の
も
の
に

与
え
ら
れ
た
離
脱
の
能
力
、「
自
然
」
か
ら
恩
恵
と
し
て
与
え
ら
れ
た
認

識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
に
よ
っ
て
「
離
脱
」
さ
せ
ら
れ
た
認
識
に
よ

っ
て
、
芸
術
家
は
作
品
を
通
し
て
私
た
ち
に
対
象
の
「
内
的
生
命
」
な
い

し
は
「
本
性
」
を
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
考
え
る

（Ibid.

）。

　
対
象
の
「
実
在
」
や
「
内
的
生
命
」
は
、
固
定
し
た
対
象
と
し
て
世
界

の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
常
に
私
た
ち
の
知
覚
に
働
き
か

け
て
い
る
。
前
節
で
引
用
し
た
「
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」
に
お

け
る
表
現
を
こ
こ
で
借
り
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
常
に
「
自
ら
を
投
げ
出

す
原
理
の
限
り
な
い
寛
容
を
示
し
」（LR, 1472
）
な
が
ら
、
私
た
ち
の
知

覚
に
「
神
の
善
意
の
特
徴
で
あ
る
気
前
の
よ
さ
」（Ibid.

）
を
常
に
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
認
識
は
、
実
生
活
へ
の
有
用
性

と
い
う
観
点
に
向
け
ら
れ
る
た
め
に
、
知
覚
に
現
れ
る
「
神
の
善
意
」
を

見
過
ご
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
対
象
が
世
界
に
存
在
し
私
た
ち
の

知
覚
に
現
れ
て
い
る
点
で
、
そ
こ
に
は
神
の
「
寛
容
」
さ
が
常
に
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
有
用
性
と
い
う
観
点
が
神
の
「
気
前
の
よ
さ
」
を

覆
い
隠
し
、
神
の
啓
示
と
の
一
致
を
妨
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
対
象
か
ら

人
間
の
認
識
へ
向
か
う
方
向
性
が
常
に
現
前
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
人

間
の
意
識
か
ら
「
美
」
や
「
神
」
へ
向
か
う
方
向
性
は
、
必
ず
し
も
常
に

成
立
し
な
い
。
対
象
を
有
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
の
意
識
が
対
象
を
捉
え
る
眼
差
し
が
変
化
し
、「
美
」
や
「
神
」

の
姿
が
覆
い
隠
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
自
然
」
の
美
は
、
人
間
の
身
体
の
介
在
を
な
く
し
て
現
れ
得
な
い
種
類

の
美
で
あ
る
。

　
た
だ
、
柳
に
よ
れ
ば
、
製
作
者
が
見
事
な
作
品
を
作
ろ
う
と
意
図
し
た

場
合
に
は
、「
作
為
」
な
い
し
は
「
自
力
」
の
美
と
な
り
、
そ
こ
に
自
然

の
働
き
が
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
作
為
こ
そ
は
拘
束
で
あ

る
。
凡
て
が
天
然
に
托
さ
れ
る
時
、
驚
く
べ
き
創
造
が
始
ま
る
。
技
巧
の

作
為
が
、
ど
う
し
て
あ
の
奔
放
な
味
い
を
産
み
得
よ
う）
26
（

」。
こ
の
場
合
、

職
人
の
「
手
」
す
な
わ
ち
身
体
を
介
し
た
製
作
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

自
我
の
働
き
に
よ
っ
て
、
身
体
が
不
透
明
な
も
の
と
な
り
、「
自
然
」
の

働
き
が
介
入
し
て
い
な
い
。
職
人
の
「
手
」
す
な
わ
ち
身
体
が
媒
介
と
な

る
条
件
に
加
え
て
、
職
人
の
無
我
と
い
う
心
理
状
態
が
、「
手
」
す
な
わ

ち
身
体
の
働
き
そ
の
も
の
を
透
明
な
も
の
と
し
、
製
作
さ
れ
る
陶
器
に

「
自
然
」
な
い
し
は
「
仏
」
の
美
を
導
く
。
こ
の
よ
う
に
、
柳
が
考
え
る

雑
器
の
美
は
、
雑
器
の
製
作
者
が
意
図
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
美
で
は

な
く
、
作
者
の
無
私
の
精
神
と
と
も
に
現
れ
る
、「
仏
」
と
い
う
宗
教
的

な
特
徴
と
結
び
つ
い
た
美
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
芸
術
論
に
お
い
て
、
知
覚
す
な
わ
ち
身
体
が
媒
介
と
な
っ
て
対
象
の

「
内
的
生
命
」
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
柳
の
思
想
に
も
「
手
」
と
い
う
身
体

を
媒
介
と
し
て
、
美
の
理
想
が
示
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
読
み
取
れ
る
。

三
　
結
　
論

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
の
芸
術
論
で
は
、
宗
教
的
特
徴
と
結
び
つ
い
た
美
の

姿
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
／
ベ
ル

　
柳
の
思
想
の
背
景
に
は
仏
教
的
な
無
私
な
い
し
は
無
我
の
精
神
が
あ

る
。
柳
が
考
え
る
雑
器
の
職
人
は
、
生
活
の
必
要
に
応
じ
て
多
く
の
器
を

製
作
す
る
人
々
の
こ
と
を
言
う
。
大
量
に
生
産
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日

用
の
雑
器
は
素
早
い
仕
事
が
要
求
さ
れ
、
製
作
者
の
意
図
が
入
り
込
む
余

地
が
な
い
そ
の
よ
う
な
仕
事
か
ら
、
器
に
美
が
生
ま
れ
る
と
柳
は
考
え

る
）
21
（

。
製
作
者
の
「
手
」
は
、「
何
者
か
」
の
働
き
に
よ
っ
て
仕
事
を
行
い
、

器
に
「
自
然
の
美
」
を
生
じ
さ
せ
る）
22
（

。『
美
の
法
門
』
で
は
こ
の
「
自
然
」

の
働
き
が
「
仏
」
の
働
き
に
言
い
換
え
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
雑
器

の
職
人
た
ち
は
、
自
身
の
力
量
に
頼
っ
て
製
作
を
行
っ
た
の
で
は
な
く
、

仏
教
的
な
意
味
で
の
自
我
や
分
別
を
離
れ
た
無
心
の
境
地
で
仕
事
を
行

い
、
個
人
的
な
心
理
状
態
を
超
え
た
「
仏
」
の
作
用
と
と
も
に
雑
器
を
製

作
す
る）
23
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
職
人
は
自
身
の
「
手
」
を
用
い
て
陶
器
を
作

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
「
仏
」
の
力
が
働
き
、「
仏
」
が
職
人

の
「
手
」
を
動
か
す
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
現
れ
る
美
は
ま
さ
に
仏
の
美

で
あ
る
と
柳
は
言
う
。

　
柳
は
「
よ
き
用
と
よ
き
美
」
の
一
致
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
西
洋
の
哲
学
で
は
、
有
用
性
を
離
れ
た
と
こ
ろ

に
芸
術
作
品
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。
柳
は
反
対
に
日
常
生
活
で
の
「
用
」

が
雑
器
の
美
を
増
す
と
言
う
）
24
（

。
用
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
美
は
、
生
活
に
お

け
る
使
用
を
離
れ
て
成
立
し
な
い
。
こ
こ
で
は
身
体
性
が
介
在
し
て
い

る
。
ま
た
、
柳
は
、
機
械
が
作
る
製
品
は
「
定
則
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
冷
た
く
又
浅
い
」
と
言
う
）
25
（

。「
人
の
手
」
す
な
わ
ち

身
体
を
通
し
て
「
自
然
」
の
美
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
柳
が
考
え
る
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て
い
る
。

　
確
か
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
の
見
解
の
間
に
は
細
か
い
部
分
で
違
い
は

あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
柳
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
鵜
呑
み
に
し
、
自
身
の

理
論
に
組
み
込
む
の
で
は
な
く
、
東
洋
的
仏
教
的
な
背
景
を
も
と
に
読
み

直
し
、
利
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
柳
は

自
身
の
民
藝
理
論
を
展
開
す
る
た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
美
学
か
ら
影
響

を
受
け
、
形
を
変
え
て
展
開
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
先
行

研
究
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
美
学
か
ら
柳
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て

き
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
論
文
で
は
そ
の
研
究
の
端
緒
と
し
て
、
身

体
性
と
宗
教
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。

付
記

　
本
稿
は
二
〇
一
八
年
一
二
月
八
日
に
愛
知
学
院
大
学
で
開
催
さ
れ
た
比
較
思
想
学
会

東
海
地
区
研
究
会
お
よ
び
二
〇
一
九
年
六
月
一
五
日
西
田
幾
多
郎
記
念
哲
学
館
で
の
比

較
思
想
学
会
第
四
六
回
大
会
で
の
発
表
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　（
1
）
ミ
カ
エ
ル
・
リ
ュ
ケ
ン
『
20
世
紀
の
日
本
美
術
』﹇
二
〇
〇
一
年
﹈
南
明
日
香

訳
、
三
好
企
画
、
二
〇
〇
七
年
、
七
九
頁
。

　（
2
）
志
賀
直
邦
『
民
藝
の
歴
史
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
一
九
│
二
〇
頁
。

　（
3
）
柳
宗
悦
「
宗
教
と
そ
の
真
理
」『
柳
宗
悦
全
集
第
二
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八

一
年
。

　（
4
）
本
稿
で
は
原
文
を
筆
者
自
身
が
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
全
て
既
存
の
翻
訳

を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　（
5
）
リ
ュ
ケ
ン
、
前
掲
書
、
七
九
│
八
〇
頁
。

　（
6
）
谷
川
渥
『
美
学
の
逆
説
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
三
九
頁
。

　（
7
）
前
掲
書
、
一
三
九
頁
。

　（
8
）
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。

ク
ソ
ニ
ス
ム
か
ら
白
樺
派
へ
の
影
響
が
存
在
す
る
と
リ
ュ
ケ
ン
は
考
え

る
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
本
論
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
柳
へ
の
思
想
の

影
響
を
身
体
性
と
宗
教
性
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
、
リ
ュ
ケ
ン
の
見
解

を
押
し
進
め
る
試
み
を
行
っ
た
。
た
だ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
の
理
論
は
、

完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
の
間
に
は
、
細
か
い
理
論
的
立

場
の
違
い
が
存
在
し
て
い
る
。
最
後
に
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
思
想

の
影
響
関
係
と
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
柳
に
お
け
る
身
体
性
に
は
、
以
下
の
意
味
で
の
二
重
性

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
身
体
は
感
覚
・
運
動
の

主
体
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
柳
に
お
い
て
は
、
身
体
は
雑
器
を
製

作
し
使
用
す
る
主
体
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、「
自
然
」
の
働
き
に
よ
っ
て
実
生

活
に
向
け
ら
れ
る
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
が
取
り
除
か
れ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、

柳
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
職
人
が
無
心
に
お
い
て
作
り
出
し
た
陶
器
に
、「
自

然
」
の
美
す
な
わ
ち
「
仏
」
の
働
き
と
結
び
つ
い
た
美
が
現
れ
る
。
こ
の

点
で
両
者
の
「
自
然
」
の
概
念
の
間
に
違
い
が
あ
る
。

　
絶
対
的
な
理
論
的
普
遍
性
を
追
求
し
比
較
研
究
を
行
う
な
ら
ば
、
こ
の

よ
う
な
違
い
は
見
過
ご
す
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ

の
よ
う
な
絶
対
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
世
界
に
存
在
す
る
真
実
は
一
つ
で

あ
り
、
真
理
に
一
致
し
な
い
見
解
は
退
け
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
論
文
は
普
遍
的
理
論
の
構
築
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら
柳
の
民
藝
理
論
へ
の
影
響
、
特
に
芸
術
表

現
に
お
け
る
宗
教
的
特
徴
の
追
求
と
い
う
影
響
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し



108

に
は
、
ほ
と
ん
ど
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　（
15
）H

enri Bergson, Le Rire, in Œ
uvres, Paris, Presses U

niversitaires de 
France, 1959, pp.381

│485. 

以
下
﹇Le Rire

﹈
と
略
記
す
る
。（
ア
ン
リ
・

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
笑
い
』﹇
一
九
〇
〇
年
﹈
林
達
夫
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
。）

　（
16
）Frédéric W

orm
s, Bergson ou les deux sens de la vie, Paris, Presses 

U
niversitaires de France, 2013, 17.

　（
17
）Ibid.

　（
18
）
本
節
の
以
下
の
内
容
は
二
〇
一
八
年
九
月
一
五
日
にL'utilité de l'outil et 

la vérité dans l'art

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
パ
リ
に
あ
るIN

ALCO

の
日
本
哲

学
研
究
グ
ル
ー
プ
で
発
表
し
た
第
三
章
の
内
容
の
一
部
を
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
翻

訳
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　（
19
）
志
賀
、
前
掲
書
、
一
五
頁
。

　（
20
）
出
川
直
樹
『
人
間
復
興
の
工
芸
』
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
二
五
頁
。

　（
21
）
柳
宗
悦
「
雑
器
の
美
」『
柳
宗
悦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
も
の
』
日
本
民
芸
館
監
修
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
四
五
│
四
六
頁
参
照
。

　（
22
）
前
掲
書
、
四
五
│
四
六
頁
。

　（
23
）
柳
宗
悦
『
美
の
法
門
』
水
尾
比
呂
志
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
一
〇

六
│
一
〇
七
頁
。

　（
24
）
柳
「
雑
器
の
美
」
四
〇
頁
。

　（
25
）
前
掲
書
、
四
六
│
四
七
頁
参
照
。

　（
26
）
前
掲
書
、
四
八
頁
。

（
か
わ
さ
と
・
す
ぐ
る
、
現
象
学
、
名
古
屋
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

　（
9
）H

enri Bergson, La vie et l'œuvre de Ravaisson, in Œ
uvres, 1959, 

pp.1450

│1481. 

以
下
﹇LR

﹈
と
略
記
す
る
。（
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
「
ラ

ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
生
涯
と
業
績
」『
思
考
と
動
き
』﹇
一
九
三
四
年
﹈
原
章
二
訳
、

平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
。）

　（
10
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
注
１
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
書
﹇『
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン 

遺
稿
と
断
片
』﹈
を
含
む
叢
書

の
刊
行
委
員
会
の
一
員
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
（Jacques Che-

valier

）
氏
は
、
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。『
著
者
は
最
初
こ
れ
に
若

干
の
修
正
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
次
い
で
彼
は
こ
れ
が
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
を

い
く
ぶ
ん
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
化
』
し
て
い
る
と
い
う
当
時
加
え
ら
れ
た
非
難
に
い

ま
だ
晒
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
や
は
り
こ
の
ま
ま
採
録
す
る
決
心
を
し
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
が
付
け
加
え
て
言
う
に
は
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が

問
題
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
ろ
う
と

の
こ
と
で
あ
る
』」（
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
前
掲
書
、
三
九
三
頁
）。
ま
た
、
訳
者
の
原

章
二
も
、「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
人
柄
に
共

感
し
つ
つ
、
そ
れ
ゆ
え
一
層
自
覚
的
に
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
を
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
化
』

し
て
い
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
語
ら
れ
た
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
芸
術
観
は
美
学
を
書

か
な
か
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
考
え
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
」（
同
、

四
二
〇
│
四
二
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
も
上
記
の
考
え
に
従
っ
て
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
芸
術
論
を
考
察
す
る
。

　（
11
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
前
掲
書
、
三
九
三
頁
、
原
注
１
参
照
。

　（
12
）
「
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
」https://fr.w

ikipedia.org/w
iki/Félix_

Ravaisson

二
〇
一
八
年
一
〇
月
八
日
ア
ク
セ
ス
。

　（
13
）André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 

Paris, Presses U
niversitaires de France, 1985, p.1020. 

（
ジ
ャ
ン
・
ル
フ

ラ
ン
『
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学
』
川
口
茂
雄
・
長
谷
川
琢
哉
・
根
無
一
行
訳
、

白
水
社
、
二
〇
一
四
年
。）
な
お
、
本
文
の
引
用
は
邦
訳
三
四
頁
か
ら
行
っ
た
。

　（
14
）
二
〇
一
八
年
度
名
古
屋
大
学
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お

い
て
、
二
〇
一
八
年
九
月
に
パ
リ
国
立
図
書
館
で
調
査
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
『
思

考
と
動
き
』
の
草
稿
（
整
理
番
号N

FR 14376, La pensée et le m
ouvant

）


