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本
稿
は
芸
術
作
品
、
と
り
わ
け
言
語
芸
術
と
身
体
の
関
連
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
い
う
二
十
世
紀
初
頭
の

三
人
の
思
想
家
の
議
論
を
通
じ
て
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
筆
者
は
数
年
来
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
詩
学
を
中
心
に
言
語
と
身
体
の
問
題
を
論

じ
て
き
た
。
近
年
の
「
感
性
学
」
と
し
て
の
美
学
の
高
ま
り
の
中
で
、
芸
術
の
身
体
的
要
素
、
と
り
わ
け
触
覚
的
な
要
素
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て

言
え
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
議
論
は
一
つ
の
意
義
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
芸
術
に
お
け
る
身
体
が

問
題
と
な
る
際
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
は
彫
刻
や
演
劇
が
多
い
。
彫
刻
な
ど
の
立
体
的
な
も
の
は
（
実
際
に
行
う
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
）

究
極
的
に
は
手
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
演
劇
は
演
者
と
観
客
が
一
つ
の
空
間
を
共
有
す
る
点
で
、
身
体
的
な
経
験
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
文
学
作
品
と
い
う
、
一
見
す
る
と
身
体
と
最
も
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
て
そ

れ
を
論
じ
る
。
し
か
も
彼
に
よ
れ
ば
言
語
こ
そ
が
、
身
体
的
な
も
の
を
表
現
す
る
の
に
最
も
適
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
芸
術
に
お
け
る
身
体
の
問
題
を
言
語
芸
術
と
結
び
つ
け
て
論
じ
た
の
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
一
人
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
同
時
代

に
身
体
の
問
題
を
中
心
に
据
え
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
も
言
語
お
よ
び
言
語
芸
術
を
扱
っ
た
箇
所
が
あ
り
、
ひ
と
世
代
前
の
思
想
家
で
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
も
言
語
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。
彼
ら
の
議
論
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
議
論
と
比
較
検
討
す
る
こ

と
で
、
言
語
芸
術
に
お
け
る
身
体
の
問
題
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
。

言
語
芸
術
に
お
け
る
身
体

 

　  

ベ
ル
ク
ソ
ン
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
を
通
じ
て 

　  

橋
　
爪
　
恵
　
子

﹃
美
学
芸
術
学
研
究
﹄
35
　
東
京
大
学
美
学
芸
術
学
研
究
室
　
二
〇
一
六
年



2

第
一
節
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
お
け
る
身
体
と
言
語

　
は
じ
め
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
芸
術
論
に
お
け
る
身
体
の
位
置
づ
け
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
比
較
し
つ
つ
確
認
し
て
お
こ
う
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
自

ら
の
芸
術
論
、
そ
れ
は
文
学
作
品
を
中
心
に
論
じ
る
た
め
、
し
ば
し
ば
詩
学
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
の
中
心
に
「
物
質
的
想
像
力
」

と
「
形
式
的
想
像
力
」
と
い
う
一
対
の
概
念
を
提
示
す
る
。
両
者
に
つ
い
て
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
想
像
力
の
心
理
学
者
が
実
に
頻
繁
に
持
ち
出
す
形
式
の
イ
メ
ー
ジ
の
ほ
か
に 

　  

我
々
が
こ
れ
か
ら
示
す
よ
う
に 

　  

物
質
の
イ
メ
ー

ジ
、
物
質
の
直
接
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
名
前
を
つ
け
る
の
は
視
覚
だ
と
し
て
も
、
イ
メ
ー
ジ
を
認
識
す

る
の
は
手
で
あ
る
。
力
動
的
な
喜
び
が
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
に
触
れ
、
捏
ね
、
軽
や
か
に
す
る
。
人
は
実
体
に
お
い
て
、
内
的
に
（intim

em
ent

）、

形
式
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
夢
想
す
る
。
形
式
と
は
儚
い
も
の
で
あ
り
、
空
虚
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
表
面
の
変
化
で
あ
る 

）
1
（

 

（ER
 2

）。

こ
こ
で
は
物
質
的
想
像
力
が
、
形
式
的
想
像
力
と
対
比
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
物
質
的
想
像
力
は
「
物
質
（
質
料
）
因
」
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
作

り
出
す
能
力
で
あ
り
、
形
式
的
想
像
力
は
「
形
式
（
形
相
）
因
」
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
す
能
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
質
と
形
式
の

弁
別
が
い
か
に
な
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
が
重
要
と
な
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
形
式
を
「
表
面
の
変
化
」、
物
質
を
「
内
的
な
も
の
」
と
規
定

す
る
。
す
な
わ
ち
形
式
と
は
表
面
に
表
れ
る
形
や
色
で
あ
り 

）
2
（

 

、
視
覚
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
物
質
は
内
側
に

隠
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
識
す
る
た
め
に
は
「
手
」
で
「
触
れ
、
捏
ね
る
」
こ
と 

）
3
（

 

、
す
な
わ
ち
「
触
覚
」
が
必
要
と
な
る
。
通

常
「
形
式
（
形
相
）」
と
「
物
質
（
質
料
）」
を
区
別
す
る
場
合
、
色
は
「
物
質
（
質
料
）
」
の
範
疇
に
入
る
が
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
形
式
」

の
側
に
入
れ
る
。
そ
れ
は
「
形
式
」
と
「
物
質
」
と
の
弁
別
が
「
視
覚
」
と
「
触
覚
」
と
い
う
感
官
の
区
別
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
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り
、
そ
の
た
め
物
質
的
想
像
力
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
物
質
の
「
直
接
の
イ
メ
ー
ジ
」、
す
な
わ
ち
物
質
に
直
接
触
れ
る
こ
と
で
生

ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
「
内
的
」
な
要
素
、
す
な
わ
ち
「
物
質
的
」
な
要
素
は
ど
の
よ
う
な
触
覚
経
験
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
、
そ
の
典
型
の
一
つ
と
し
て
練
り
こ
（
パ
テ
）
を
こ
ね
る
経
験
を
示
す
。

我
々
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
物
質
の
概
念
そ
の
も
の
が
練
り
こ
（
パ
テ
）
の
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
［
中
略
］
無
為
の
愛
撫

す
る
手
は
、
見
事
に
仕
上
げ
ら
れ
た
線
を
た
ど
り
、
出
来
上
が
っ
た
仕
事
を
注
意
深
く
調
べ
る
こ
と
で
、
安
易
な
幾
何
学
に
魅
了
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
仕
事
を
す
る
職
人
を
見
る
哲
学
者
の
哲
学
へ
と
導
か
れ
る
。
美
学
の
領
域
で
は
、
完
成
し
た
仕
事
の
こ
の

よ
う
な
視
覚
化
は
、
形
式
的
想
像
力
の
優
位
へ
と
自
然
に
導
く
。
反
対
に
仕
事
熱
心
で
強
引
な
手
は
、
人
を
ひ
き
つ
け
つ
つ
も
逆
ら
う
肉
体

の
よ
う
な
、
抵
抗
と
同
時
に
譲
歩
す
る
一
つ
の
物
質
（une m

atière qui, à la fois, résiste et cède

）
に
働
き
か
け
な
が
ら
、
現
実
の
本
質
で

あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
成
を
学
ぶ
の
で
あ
る 
）
4
（

 
（ER

 19

）。

「
完
成
し
た
仕
事
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
「
線
を
た
ど
る
」「
無
為
の
愛
撫
す
る
」
手
は
、
手
で
は
あ
っ
て
も
「
幾
何
学
」
に
魅
了
さ
れ
、「
見
る

哲
学
者
」
の
哲
学
を
作
り
出
す
。
こ
の
よ
う
な
視
覚
優
位
の
立
場
と
対
照
的
に
、
哲
学
者
に
見
ら
れ
る
側
、
す
な
わ
ち
「
仕
事
を
す
る
職
人
」
の

「
仕
事
熱
心
な
手
」
は
「
人
を
ひ
き
つ
け
つ
つ
も
逆
ら
う
物
質
」
に
働
き
か
け
る
。
引
用
で
は
、「
線
」
と
「
物
質
」
、「
哲
学
者
」
と
「
職
人
」、「
完

成
し
た
仕
事
」
と
「
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
仕
事
」
と
い
う
対
比
の
中
で
、「
視
覚
」
と
「
触
覚
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
指
摘
す
べ
き
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
う
ち
、
物
質
的
想
像
力
こ
そ
芸
術
に
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
、
形
式
的
想
像
力
概
念
と
物
質
的
想
像
力
を
比
較
し
、「
物
質
的
想
像
力
だ
け
が
、
習
慣
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
絶
え
ず
活
気
を
取
り
戻
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
、
物
質
的
想
像
力
こ
そ
が
、
幾
つ
か
の
古
い
神
話
的
形
式
を
常
に
よ
み
が
え
ら
せ
る
」（ER

 183

）
の
に
対
し
、「
形
式
と
概
念
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は
極
め
て
は
や
く
硬
化
す
る
」（Ibid.

）
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
、
物
質
的
想
像
力
こ
そ
芸
術
的
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
中
心
的

能
力
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
第
二
に
重
要
な
こ
と
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
、
こ
の
物
質
的
想
像
力
は
と
り
わ
け
文
学
作
品
に
お
い
て
重
要
に
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
あ
る
。

な
ぜ
彼
は
、「
我
々
の
想
像
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
研
究
す
る
の
に
は
、
絵
画
的
な
想
像
力
よ
り
も
文
学
的
想
像
力
の
方
が
適
し
て
い
る
」（ER

 

116-7

）
と
断
言
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
直
接
述
べ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
が
、
絵
画
と
版
画
を
比
較
し
た
次
の
一
節
か
ら
、

推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

色
彩 

　  

こ
の
感
覚
的
魅
惑
の
う
ち
で
最
大
の
も
の 

　   

を
失
う
こ
と
で
、
版
画
家
は
一
つ
の
チ
ャ
ン
ス
を
手
中
に
し
て
い
る
。
彼
は
運
動

を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
、
発
見
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
形
式
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い 

）
5
（

 

。
（D

R
 70

）

版
画
は
絵
画
と
違
っ
て
色
彩
を
持
た
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
チ
ャ
ン
ス
だ
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
言
う
。
色
彩
と
い
う
最
大
の
感
覚
的
魅
力
を
版

画
は
失
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
、
た
と
え
ば
運
動
を
表
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
「
運
動
」
は
物
質
と
並
ん
で
芸

術
が
表
現
す
べ
き
要
素
と
さ
れ
る
も
の
で
、
詳
細
は
控
え
る
が
後
に
物
質
的
要
素
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
運
動
と
い
う
身
体
的
な

働
き
を
示
す
物
が
、
物
質
的
要
素
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
も
、
物
質
的
な
要
素
が
触
覚
を
中
心
と
し
た
身
体
経
験
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
が
再
び
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
色
彩
と
い
う
感
覚
的
な
魅
惑
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
通
常
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
重

要
な
要
素
の
発
見
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
版
画
を
め
ぐ
る
指
摘
は
、
物
質
を
表
現
す
る
文
学
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
ぜ
な
ら
絵
画
に
代
表
さ
れ
る
視
覚
的
芸
術
に
お
い
て
は
、
対
象
の
形
や
色
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
視
覚
的
な
要
素
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の

言
葉
で
言
え
ば
形
式
的
な
要
素
を
通
し
て
し
か
、
物
質
的
な
も
の
は
現
れ
て
こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
形
や
色
は
そ
の
魅
惑
ゆ
え
に
、
我
々
に
と
っ
て

重
要
な
も
の
を
見
え
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
文
学
で
は
言
語
が
媒
体
と
な
る
。
言
語
も
形
式
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
視
覚
が
捉
え
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る
字
の
形
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
は
根
本
的
な
重
要
性
を
も
た
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
の
詩
句
に
対
す
る
ス

ピ
ア
マ
ン
の
解
釈
に
対
し
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

彼
［
ス
ピ
ア
マ
ン
］
の
議
論
は
、
デ
ッ
サ
ン
に
根
拠
を
置
き
、
視
覚
に
破
格
の
特
権
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
で
は
再
現
的
な
想
像
力
の
定
式

に
し
か
た
ど
り
着
か
な
い
。
そ
し
て
再
現
的
想
像
力
は
創
造
的
想
像
力
を
目
隠
し
し
、
妨
害
す
る
。
つ
ま
り
想
像
力
の
研
究
の
本
当
の
領
域

は
絵
画
で
は
な
く
、
文
学
作
品
で
あ
り
、
言
葉
で
あ
り
、
文
章
で
あ
る
。
い
か
に
形
式
は
と
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
し
て

物
質
は
な
ん
と
強
く
支
配
す
る
こ
と
か

）
6
（

（ER
 251-2

）。

ス
ピ
ア
マ
ン
は
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
の
詩
句
の
中
に
、
馬
の
動
き
の
再
現
を
見
た
。
し
か
し
そ
の
解
釈
は
、
絵
画
的
な
想
像
力
に
影
響
さ
れ
す
ぎ
て

い
る
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
言
う
。
言
語
が
な
す
べ
き
な
の
は
、
目
で
見
た
も
の
の
再
現
で
は
な
い
。
視
覚
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
視
覚
的

要
素
を
生
み
出
す
も
の
、
そ
れ
が
物
質
的
な
要
素
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
文
学
的
な
想
像
力
な
の
で
あ
る
。

　
文
字
こ
そ
が
物
質
的
要
素
と
い
う
芸
術
の
重
要
な
要
素
を
表
現
す
る
、
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
強
く
影
響
を
受
け
た
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
議
論
と
比
較
す
る
と
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
言
語
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。我

々
は
本
能
的
に
印
象
を
凝
固
さ
せ
、
そ
れ
を
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
絶
え
ず
生
成
の
過
程
に
あ

る
感
情
そ
の
も
の
と
変
化
の
な
い
そ
の
外
的
対
象
と
を
、
と
り
わ
け
当
の
対
象
を
表
現
す
る
言
葉
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

［
…
］
要
す
る
に
、
言
葉
と
い
う
は
っ
き
り
と
定
ま
っ
た
輪
郭
を
持
ち
、
粗
野
で
、
人
類
の
持
つ
印
象
の
う
ち
安
定
し
て
、
共
通
で
、
し
た
が
っ

て
非
人
格
的
な
も
の
を
蓄
え
る
も
の
に
よ
っ
て
、
個
人
的
な
意
識
の
も
つ
デ
リ
ケ
ー
ト
で
捉
え
が
た
い
印
象
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
少
な
く
と
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も
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う

）
7
（

（Œ
 86-7

）。

こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
我
々
が
感
じ
る
「
印
象
」
と
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
が
、
い
か
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
指
摘
す
る
。
我
々

が
感
じ
る
も
の
は
常
に
変
化
し
、
定
ま
っ
た
輪
郭
を
持
た
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
と
、
安
定
し
て
共
通
し
た
、
非
人
間
的
な
も
の
と

化
し
て
し
ま
う
。
ま
る
で
既
製
服
が
個
人
の
多
様
な
体
に
ぴ
っ
た
り
合
わ
な
い
よ
う
に
、
「
印
象
」
と
言
葉
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
る
持
続
を
説
明
す
る
と
き
に
は
、
音
楽
を
例
に
と
り
、
連
続
的
な
創
造
を
論
じ
る
と
き
に
は
画
家
を
引
き
合
い
に
出
す
。

そ
れ
は
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
の
表
現
と
し
て
、
芸
術
を
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
意

識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
は
身
体
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

　

そ
の
名
に
値
す
る
哲
学
者
は
、
た
だ
一
つ
の
こ
と
し
か
言
わ
な
か
っ
た
。
い
や
、
ほ
ん
と
う
に
言
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
言
お
う
と

つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
一
つ
の
こ
と
し
か
言
わ
な
か
っ
た
の
は
、
一
点
だ
け
し
か
見
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
そ
れ

は
視
覚
（vision

）
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
接
触
（contact

）
で
あ
っ
た
。
こ
の
接
触
が
衝
撃
（im

pulsion

）
を
あ
た
え
、
衝
撃
が
運
動

（m
ouvem

ent

）
を
う
ん
だ
の
で
あ
る
（P.M

. 122-123 : 1350

）［
。］

こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
哲
学
的
直
観
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
で
あ
る
。
真
の
哲
学
者
が
記
述
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
は
、
実
は
一
点
だ
け
に
過
ぎ

な
い
、
と
彼
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
我
々
の
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
一
点
を
哲
学
者
は
哲
学
的
直
観
に
よ
っ

て
認
識
す
る
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
直
観
を
し
ば
し
ば
「
視
覚
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
引
用
で
は
「
視
覚
」
と
い
う
よ
り
む
し

ろ
「
接
触
」
す
な
わ
ち
触
覚
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
身
体
的
接
触
が
、
我
々
に
直
接
衝
撃
を
与
え
、
そ
の
運
動
を
伝
え
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
常
に
変
化
し
、
創
造
し
つ
づ
け
る
こ
の
運
動
こ
そ
持
続
に
代
表
さ
れ
る
経
験
の
本
質
的
な
部
分
で
あ
り
、
言
語
に
よ
っ
て
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表
現
し
得
な
い
部
分
で
あ
っ
た
。

　
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の
主
張
に
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
も
関
心
を
払
っ
て
い
た
。「
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
生
の
中
に
あ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要

素
は
、
い
か
な
る
言
語
も
翻
訳
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
」（V

R
 110

）
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
我
々
が
通
常
経
験
す
る
世
界
、

す
な
わ
ち
色
や
形
の
あ
る
世
界
を
そ
の
ま
ま
映
す
こ
と
は
言
語
に
は
出
来
な
い
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
倣
っ
て
認
め
る
。
し
か
し
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

に
と
っ
て
言
語
と
は
、
我
々
の
経
験
の
う
ち
で
目
を
引
く
部
分
を
表
現
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
通
常
は
隠
れ
て
い
る
部
分
を
強
調
し
、
通
常
は
存

在
し
な
い
部
分
を
示
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
が
決
し
て
我
々
の
経
験
を
遊
離
し
た
世

界
で
は
な
く
、
逆
に
経
験
の
根
底
を
な
す
も
の
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

夢
想
家
で
あ
る
詩
人
は
、
ま
っ
た
き
美
の
輝
き
の
う
ち
に
、
非
現
実
の
現
実
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
。
色
彩
に
よ
る
創
造
者
た
る
画
家
の
特

権
を
持
た
な
い
詩
人
は
、
絵
画
の
威
力
に
張
り
合
う
こ
と
に
興
味
は
な
い
。
難
し
い
仕
事
で
は
あ
る
が
、
詩
人
と
い
う
言
葉
の
画
家
は
自
由

の
威
力
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
花
に
つ
い
て
述
べ
、
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
言
葉
の
焔
に
よ
っ
て
花
の
焔
を
煽
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
、
花
を
理
解
出
来
る
よ
う
に
な
る
。［
…
］
詩
人
に
と
っ
て
の
問
題
は
し
た
が
っ
て
、
非
現
実
な
る
も
の
を
も
っ
て
現
実
な
る
も
の
を

表
現
す
る
こ
と
で
あ
る 

）
8
（

 

（FC
 79-80

）。

詩
人
の
任
務
は
、
絵
画
と
張
り
合
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
を
直
接
は
語
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
非
現
実
を
通
し
て
絵
画
に
は
語
り
え
な
い

現
実
を
語
る
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
考
え
た
。
そ
し
て
非
現
実
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
現
実
の
一
つ
が
物
質
的
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
段

の
生
活
で
埋
も
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
、
感
覚
の
根
幹
を
支
え
る
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
言
語
の
中
に
、
こ
れ
を
表
現
す
る
力
を

見
出
し
て
い
た
。

　
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
芸
術
と
は
、
我
々
の
生
き
た
経
験
、
言
語
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
る
も
の
」
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を
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
芸
術
を
、
生
き
た
経
験
そ
の
も
の
と
異
な
る
が
、
我
々
が
見
逃
し
が
ち
な

「
物
質
的
要
素
」
や
「
非
現
実
」
を
表
現
す
る
こ
と
で
現
実
の
根
底
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。
言
語
が
我
々
の
現
実
を
語
れ
な
い
こ
と
は
認
め
つ

つ
も
、
芸
術
が
表
現
す
べ
き
も
の
は
な
に
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
異
な
っ
た
立
場
を
と
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
選
択
の
差
異
、
す
な
わ
ち
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
音
楽
や
絵
画
を
例
に
と
り
、

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
文
学
作
品
を
論
じ
る
と
い
う
差
異
へ
と
繋
が
っ
て
い
る 

）
9
（

 

。
以
上
が
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
お
よ
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
語
を
取
り
上

げ
つ
つ
、
芸
術
と
身
体
に
つ
い
て
論
じ
た
主
張
の
確
認
で
あ
る
。

第
二
節
　
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
身
体
と
言
語

　
次
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
よ
り
も
年
下
で
は
あ
る
が
、
同
時
期
に
活
躍
し
、
身
体
に
関
す
る
重
要
な
論
考
を
残
し
た
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

の
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
絵
画
論
が
有
名
だ
が
、
言
語
お
よ
び
言
語
芸
術
に
関
す
る
言
及
も
数
は
少
な
い
が
存
在
す
る
。

そ
れ
で
は
彼
は
言
語
お
よ
び
言
語
芸
術
に
つ
い
て
、
身
体
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
、
以
下
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

我
々
は
身
体
に
、
科
学
的
対
象
の
統
一
性
と
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
一
つ
の
統
一
性
を
認
め
て
き
た
。
先
程
は
、
身
体
の
〈
性
的
機
能
〉

の
中
に
ま
で
、
一
つ
の
指
向
性
と
一
つ
の
意
味
作
用
の
力
と
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
葉
（la parole

）
の
現
象
と
意
味
作
用
の
特

別
な
働
き
を
記
述
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
で
、
主
体
と
客
体
の
古
典
的
な
二
分
法
を
決
定
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う 

）
10
（

 

（PP 203

）。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
身
体
の
問
題
が
な
ぜ
そ
こ
ま
で
重
要
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
科
学
的
対
象
と
は
異
な
っ
た
統
一
性
を
身
体
は
明
ら
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か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
科
学
的
に
対
象
に
接
す
る
と
き
、
自
分
と
対
象
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
、
主
体
と
客
体
の
間
に
「
古
典
的
」
と

呼
ば
れ
る
二
分
法
を
想
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
身
体
は
、
有
名
な
触
り
触
ら
れ
る
手
の
よ
う
に
、
主
体
と
し
て
対
象
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
働
き
か
け
ら
れ
る
客
体
と
し
て
も
存
在
す
る
。
こ
の
働
き
か
け
る
側
面
が
身
体
の
「
指
向
性
」
と
し
て
、
働
き
か
け
ら
れ
る
側
面

が
、
指
向
性
の
結
果
の
「
意
味
作
用
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
身
体
の
〈
性
的
機
能
〉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
体
は
ほ
か
の
身
体
に
働
き
か

け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ほ
か
の
身
体
か
ら
意
味
を
見
出
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
と
も

い
え
る
こ
れ
ら
の
特
徴
を
、
彼
は
言
語
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
言
語
は
、
身
体
と
と
も
に
古
典
的
二

分
法
を
超
え
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
、
言
葉
がla parole

と
表
記
さ
れ
て
い
る
意
味
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
は
主
体
的
に

語
り
か
け
る
（parler

）
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
意
味
を
見
出
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
比
較
す
る
際
に
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
概
念
の
内
実
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
身
体
が
五
感
の
中
で
も
触
覚
を
念
頭
に
置
き
、
視
覚
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
身
体
、
と
り
わ
け
触
覚
の
作
用
は
視
覚
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
彼
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。私

は
〈
触
覚
の
所
与
〉
を
〈
視
覚
の
言
語
〉
に
翻
訳
し
た
り
、
そ
の
逆
を
行
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
自
分
の
身
体
の
諸
部
分
を

一
つ
ず
つ
寄
せ
集
め
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
翻
訳
や
寄
せ
集
め
は
私
に
お
い
て
一
挙
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
私
の
身
体
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る

）
11
（

（PP 175

）。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
身
体
の
知
覚
に
お
い
て
、
対
象
の
認
識
さ
れ
な
い
側
面
や
視
野
の
周
辺
、
対
象
の
過
去
や
可
能
性
と
い
っ
た
様
々
な
も
の

が
知
覚
の
「
地
平
」
を
形
成
し
、
そ
れ
ら
全
体
の
中
で
、
そ
の
都
度
、
個
々
の
対
象
が
「
地
」
の
上
の
「
図
」
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
を
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指
摘
す
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
身
体
の
知
覚
と
は
、
個
々
の
場
面
で
様
々
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に

世
界
と
し
て
一
つ
の
全
体
性
を
形
作
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
都
度
の
図
を
決
定
す
る
の
は
私
の
働
き
か
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
に
と
っ
て
身
体
の
知
覚
は
、
常
に
一
つ
の
全
体
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
「
触
覚
の
所
与
」
や
「
視
覚
の
言
語
」
と
い
っ
た
一
つ
の

感
官
に
特
化
し
た
り
、
一
つ
の
感
官
の
み
が
特
別
の
重
要
性
を
与
え
ら
れ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体

は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
異
な
り
、
視
覚
と
対
立
す
る
触
覚
経
験
が
特
に
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
視
覚
、
触
覚
な
ど
五
感
の
す
べ
て
を
含
め

た
一
つ
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
言
葉
は
身
体
と
同
じ
よ
う
に
指
向
性
と
意
味
作
用
を
兼
ね
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
言
葉

の
指
向
性
と
は
語
る
と
い
う
主
体
的
な
働
き
か
け
で
あ
り
、
意
味
作
用
と
は
何
ら
か
の
意
味
を
持
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
理
解
さ
れ
る
客
体

的
な
あ
り
方
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
両
側
面
を
言
語
が
持
つ
の
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
の
二
面
性
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
言
語
が
二
つ
の
側
面
を
持
つ

こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
融
合
し
て
同
時
に
起
こ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
引
用
を
見
て
み
よ
う
。

も
し
も
言
語
が
思
惟
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
も
の
だ
っ
た
ら
、
も
し
も
語
る
と
は
ま
ず
、
認
識
の
意
図
ま
た
は
表
象
に
よ
っ
て
対
象
と
合

致
す
る
こ
と
だ
っ
た
な
ら
、
ど
う
し
て
思
惟
が
ま
る
で
自
分
を
完
成
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
へ
と
赴
く
の
か
、
ど
う
し
て
最

も
な
じ
み
深
い
対
象
も
、
そ
の
名
前
が
思
い
出
せ
な
い
限
り
は
曖
昧
な
も
の
に
留
ま
る
の
か
、
ま
た
、
自
分
の
書
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

正
確
に
は
知
ら
ぬ
う
ち
に
本
を
書
き
始
め
た
多
く
の
作
家
た
ち
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ど
う
し
て
思
惟
す
る
主
体
自
身
も
、
自
分
の

思
想
を
自
分
に
対
し
て
定
式
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
口
に
し
た
り
書
い
た
り
さ
え
し
な
い
う
ち
に
は
、
自
分
の
思
想
に
一
種
の
無
知
の
状
態

に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
の
か 

　   

こ
う
し
た
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う 

）
12
（

 

（PP

　206

）
。
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私
た
ち
は
し
ば
し
ば
言
語
を
、
私
た
ち
が
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
思
惟
も
し
く
は
〈
語
詞
映
像
（im

ages verbales

）
〉（
あ
る
一
つ
の
語
が
我
々

に
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
）
と
一
対
一
で
対
応
す
る
ラ
ベ
ル
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
私
た
ち
が
テ
レ
ビ
を
見
た
と
き
、

私
た
ち
の
頭
の
中
に
テ
レ
ビ
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
が
浮
か
び
、
そ
れ
が
テ
レ
ビ
と
い
う
言
葉
に
対
応
す
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
言

語
と
一
対
一
対
応
す
る
思
惟
お
よ
び
〈
語
詞
映
像
〉
は
言
語
の
意
味
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
我
々
が
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
持

ち
、
そ
こ
に
適
切
な
言
語
を
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
主
張
す
る
。
あ
る
も
の
の
名
前
が
思
い
出
せ
な
い
と
き
私
た
ち
が
落
ち
着
か
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ラ
ベ
ル
の
不
在
、
す
な
わ
ち
テ
レ
ビ

的
な
イ
メ
ー
ジ
を
は
っ
き
り
と
持
っ
て
い
る
が
言
葉
が
思
い
出
せ
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
意
味
そ
の
も
の
を
は
っ
き
り
と
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
な
の
で
あ
る
。
作
家
が
自
分
の
書
こ
う
と
し
て
い
る
作
品
を
書
く
前
に
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
我
々
は
言
語
化
し
て
初
め
て

明
確
な
思
惟
や
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
意
味
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
言
語
が
な
ぜ
身
体
と
同
様
、
主
体
と
客
体
の
古
典
的
な
二
分
法
を
超
え
る
も
の
と
さ
れ
た
の
か
が
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
言
語
を
発

話
す
る
こ
と
は
、
言
語
の
意
味
と
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
言
語
化
す
る
と
い
う
主
体
的
な
働
き
か
け
が
、
受
け
と
ら
れ
る
意
味
と
い
う
客

体
の
成
立
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
言
葉
は
ひ
と
つ
の
真
の
所
作
で
あ
っ
て
、
所
作
が
そ
の
意
味
を
内
に

含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
言
葉
も
ま
た
そ
の
意
味
を
内
に
含
ん
で
い
る
の
だ
」（PP 223-4

）
と
い
う
。
所
作
す
な
わ
ち
身
体
の
動
き
が
、
動
く
と

い
う
主
体
的
な
働
き
掛
け
と
同
時
に
理
解
さ
れ
る
意
味
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
言
葉
も
ま
た
言
語
化
さ
れ
る
と
同
時
に
意
味
が
生
成
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
意
味
を
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
議
論
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
二
点
あ
る
。
第
一
に
、
我
々
は
言
語
化
前
に
も
対
象
の
漠
た
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き

る
が
（
た
と
え
ば
作
家
が
作
品
を
書
く
前
に
漠
然
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
に
）、
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
単
な
る
明
確

な
意
味
で
は
な
く
、
本
質
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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な
ぜ
な
ら
、
あ
る
対
象
の
名
前
を
い
う
こ
と
は
、
存
在
す
る
個
別
的
な
も
の
、
独
特
な
も
の
か
ら
身
を
離
し
て
、
そ
の
も
の
の
な
か
に
一
つ

の
本
質
的
、
も
し
く
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
表
示
す
る
も
の
を
見
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
患
者
が
色
見
本
の
名
前
を
い
う
こ
と
が
で
き

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
赤
と
い
う
語
や
青
と
い
う
語
の
語
詞
映
像
を
喪
失
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
彼
が
感
性
的
所
与
を
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
中
に
包
摂
す
る
一
般
的
能
力
を
喪
失
し
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
態
度
か
ら
具
体
的
態
度
に
ま
で
転
落
し
て
し
ま
っ
た
か
ら

な
の
で
あ
る 
）
13
（

 
（PP 205

）。

色
の
名
前
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
、
機
械
が
色
見
本
を
使
っ
て
目
の
前
の
色
と
似
通
っ
た
色
を
選
ぶ
作
業
と
は
異
な
る
。
例
え
ば
青
と
赤
の
色
が

あ
っ
た
場
合
、
光
線
の
関
係
や
場
の
明
る
さ
で
こ
の
二
つ
は
似
通
っ
た
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
手
持
ち
の
色
見
本
に
、
青
と
赤
の
中

間
の
色
、
紫
し
か
な
い
と
し
た
ら
、
機
械
は
ど
ち
ら
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
は
、
そ
の
場
の
明
る
さ
や
照
明
の
色

を
考
慮
し
、
そ
れ
が
青
な
の
か
赤
な
の
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
今
見
て
い
る
の
う
ち
、
ど
れ
が
個
別
的
で
ど
れ
が
本
質
的
な
も
の

で
あ
る
か
を
見
分
け
、
目
で
見
た
色
を
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
能
力
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
失
語
症
の
患
者
は
、
し
ば
し
ば
色
見
本
を
手

に
も
っ
て
類
似
の
色
を
探
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
名
前
を
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
視
覚
に
問
題
が
あ
る
と
か
類
似
を
探
す
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
色
の
本
質
を
見
抜
き
、
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
い
れ
る
能
力
を
失
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
右
の
引
用
の
重
要
な
第
二
の
論
点
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
こ
の
問
題
を
、
作
家
が
新
し
い
作
品
を
書
く
、
と
い
う
場
面
を
挙
げ
て
論
じ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
な
言
語
の
働
き
、
す
な
わ
ち
言
語
化
す
る
こ
と
と
意
味
作
用
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

が
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
日
常
で
は
そ
れ
ほ
ど
意
識
に
登
ら
な
い
と
い
う
。
我
々
が
既
に
言
語
を
使
い
こ
な
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
自
動

化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
動
化
か
ら
外
れ
る
場
と
し
て
、
新
し
い
言
語
の
習
得
や
言
語
芸
術
を
生
み
出
す
場
面
が
挙
げ
ら
れ
、
そ

れ
は
決
し
て
特
殊
な
場
面
で
は
な
く
、
言
語
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
も
の
だ
、
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
指
摘
す
る
。

　
こ
の
議
論
の
背
景
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
参
考
の
た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
知
的
努
力
の
議
論
も
参
照
し
よ
う
。
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書
き
終
え
た
肖
像
は
モ
デ
ル
の
顔
つ
き
や
芸
術
家
の
性
格
や
パ
レ
ッ
ト
の
絵
の
具
か
ら
説
明
が
つ
く
。
し
か
し
説
明
の
材
料
を
知
っ
て
い
て

も
、
肖
像
画
の
出
来
上
が
り
を
精
密
に
予
見
す
る
こ
と
は
誰
に
も
、
芸
術
家
に
だ
っ
て
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
予
言
を
す
る
こ
と
は
、

肖
像
を
仕
上
げ
る
前
に
仕
上
げ
る
と
い
う
、
自
己
崩
壊
す
る
無
意
味
な
仮
説
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
が
作
り
上
げ
る
私
た
ち
の
生

命
の
各
瞬
間
も
そ
う
で
あ
る
。
瞬
間
は
一
つ
一
つ
が
一
種
の
創
造
で
あ
る 

）
14
（

 

（Œ
 499-500

）。

詩
人
や
画
家
が
作
品
を
作
る
前
に
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
の
は
「
単
純
」
で
「
抽
象
的
」
な
何
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
動
的
図
式
と

呼
ぶ
。
こ
の
抽
象
的
な
図
式
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
際
、
元
の
図
式
は
し
ば
し
ば

変
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
過
程
は
瞬
間
瞬
間
が
「
創
造
」
で
あ
っ
て
、
画
家
や
作
家
自
身
で
さ
え
も
出
来
上
が
り
の
正
確
な
予
見
は
で
き
な

い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
の
議
論
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
異
な
っ
た
点
を
持
っ
て
い
る
。
既

に
述
べ
た
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
取
っ
て
言
語
は
、
我
々
の
経
験
の
概
念
化
、
固
定
化
に
加
担
し
、
我
々
の
生
命
の
あ
り
方
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
持

続
」
を
表
し
う
る
音
楽
や
絵
画
と
は
異
な
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
言
語
は
、
身
体
と
同
様
、
主
体

と
客
体
の
二
分
法
を
越
え
る
人
間
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
言
語
化
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
本
質
で
あ
る

と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
三
者
の
あ
り
方
を
も
う
一
度
、
確
認
し
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
言
語

と
は
、
我
々
の
経
験
の
全
て
を
表
す
こ
と
が
で
き
ず
、
生
き
ら
れ
た
経
験
と
は
対
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、

言
語
が
経
験
の
全
て
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
表
し
う
る
も
の
と
し
て
、
身
体
的
な
要
素
が
あ
る
、

と
主
張
す
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
と
っ
て
そ
れ
は
本
質
の
全
て
で
は
な
い
が
（
彼
は
芸
術
論
と
同
時
に
科
学
哲
学
も
論
じ
て
お
り
、
科
学
で
捉
え

ら
れ
る
真
理
は
我
々
の
経
験
の
別
の
本
質
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
）、
そ
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
言
語
化
す
る
こ
と
に
よ
り
む
し
ろ
本
質
が
現
れ
、
そ
れ
は
我
々
の
身
体
の
あ
り
方
と
同
等
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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第
三
節
　
身
体
と
伝
達
作
用

　
以
上
は
、
言
語
芸
術
と
身
体
の
問
題
を
、
作
品
を
生
み
出
す
と
い
う
場
面
を
例
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
言
語
と
身
体
の
問
題

を
考
え
る
上
で
は
も
う
一
つ
、
重
要
な
側
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
を
受
け
取
る
側
、
す
な
わ
ち
言
語
芸
術
の
意
味
の
伝
達
と
身
体
の
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
互
い
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
異
な
っ
た
議
論
を
行
っ
て
い
る
。

初
め
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
論
を
見
て
み
よ
う
。
彼
は
言
語
芸
術
の
伝
達
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

私
は
実
際
に
、
二
つ
の
回
路
の
間
の
電
磁
誘
導
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
た
言
語
誘
導
が
、
著
者
か
ら
読
者
へ
と
起
こ
る
は
ず
だ
と
想
像
す
る
。

そ
の
と
き
一
冊
の
書
物
と
は
、
読
者
の
う
ち
に
独
自
の
表
現
へ
の
誘
惑
を
覚
え
さ
せ
る
心
理
的
誘
導
機
と
な
る
だ
ろ
う 

）
15
（

 

（D
R

 181

）。

我
々
読
者
が
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
、
そ
れ
は
電
磁
誘
導
の
よ
う
な
「
言
語
誘
導
」
で
あ
る
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
表
現
す
る
。
そ
れ
は
言
語

に
よ
る
誘
惑
、
す
な
わ
ち
著
者
か
ら
読
者
へ
の
誘
い
で
あ
る
。
そ
の
誘
い
に
乗
っ
て
我
々
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
「
未
来
へ
と
運
ぶ
」
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
言
語
誘
導
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
再
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
に
戻
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
に
お
い
て
言
語
は
、
我
々
の
生
き
た
経
験
を
限
定
し
、
固
定
化
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
言
語
は
、

我
々
の
経
験
の
す
べ
て
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
言
語
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
有
用
性
も
存
在
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記

述
を
再
び
引
用
し
て
み
よ
う
。

し
か
し
忘
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
、
バ
ラ
が
我
々
各
人
に
与
え
る
様
々
な
印
象
か
ら
、
あ
な
た
は
、
そ
の
個
人
的
要
素
を
初
め
に
排
除
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
は
そ
の
印
象
の
中
で
客
観
的
な
面
、
す
な
わ
ち
バ
ラ
の
に
お
い
の
中
の
共
通
の
領
域
、
い
わ
ば
空
間
に
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属
す
る
も
の
し
か
保
有
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
条
件
で
だ
け
、
バ
ラ
と
そ
の
匂
い
に
人
は
名
前
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る 

）
16
（

 

（Œ
 107

）。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
バ
ラ
に
名
前
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
こ
に
空
間
に
属
す
る
も
の
し
か
保
有
し
な
か
っ
た
と
き
」
と
指
摘
す
る
。
こ

の
空
間
は
「
共
通
の
領
域
」
す
な
わ
ち
、
他
者
と
共
有
可
能
な
領
域
で
あ
り
、
言
語
の
有
用
性
は
そ
こ
に
存
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
知
性
は
、
我
々

の
様
々
な
印
象
を
区
別
、
分
類
し
、
言
語
と
い
う
記
号
の
中
へ
落
と
し
込
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
概
念
を
他
者
と
共
有
す
る
。
し
た
が
っ

て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
「
言
語
は
内
的
状
態
の
す
べ
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
す
る
よ
う
に
は
作
ら
れ
て
い
な
い
（Œ

 106

）
」
が
、
逆
に
い

う
と
そ
れ
ゆ
え
に
共
有
の
も
の
を
言
語
は
保
持
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
言
語
の
伝
達
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
こ
こ
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
習
っ
て
言
語
が
不
十
分
な
も
の
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
不
十
分
さ
を
逆
手
に
取
る
。

そ
れ
が
言
語
は
読
者
を
誘
導
す
る
、
と
い
う
先
の
表
現
で
あ
る
。
言
語
は
区
分
さ
れ
た
、
我
々
が
他
者
と
共
有
で
き
る
記
号
で
し
か
な
い
。
我
々

の
記
憶
に
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
、
多
く
の
細
部
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
逆
に
、
そ
の

よ
う
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
こ
そ
受
け
取
っ
た
側
に
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
余
地
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
例
え
ば
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、

ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
家
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

記
憶
は
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
邪
魔
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
記
憶
は
イ
メ
ー
ジ
を
、
様
々
な
時
代
の
寄
せ
集
め
の
思
い
出
で
満
た
し
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
切
が
も
っ
と
単
純
、
徹
底
的
に
単
純
で
あ
る
。［
…
］
我
々
は
普
遍
的
イ
メ
ー
ジ
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
お
か
げ
で
、

作
家
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
参
与
す
る
。
参
与
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
は
普
遍
的
観
念
と
区
別
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
普
遍
的
イ

メ
ー
ジ
を
、
我
々
は
直
ち
に
特
殊
な
も
の
に
す
る
。
我
々
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
住
み
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
し
た
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
に
侵
入

す
る
。
言
葉
も
、
観
念
も
十
分
で
は
な
い
。
我
々
の
休
息
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
は
、
我
々
が
空
間
を
転
倒
し
、
人
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が
記
述
し
た
い
と
思
う
の
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
、
作
家
が
助
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

）
17
（

 

（PE 205

）。

ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
イ
メ
ー
ジ
が
彼
の
「
記
憶
」
な
ら
ば
、
そ
れ
は
混
沌
と
し
た
細
部
に
満
ち
、
イ
メ
ー
ジ
を
埋
め
尽
く
す
。
し
か
し
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が

描
く
イ
メ
ー
ジ
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
も
っ
と
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
、
「
普
遍
的
イ
メ
ー
ジ
」
と
も
い
え
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
イ
メ
ー
ジ
の
こ
の
単
純
さ
は
、
決
し
て
欠
点
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
、
そ
の
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
に
参
与
し
、

そ
の
中
に
住
み
、
そ
れ
を
特
殊
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
言
葉
や
観
念
と
い
っ
た
他
者
と
共
有
で
き
る
も
の
を
超

え
た
空
間
が
生
じ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
叙
述
さ
れ
た
も
の
か
ら
遠
ざ
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
時
「
言
語
を
超
え
る
」

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
参
与
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
我
々
自
身
の
過
去
の
身
体
経
験
と
そ
の
記
憶
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
空
間
の

詩
学
』
は
家
、
と
り
わ
け
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
を
特
権
的
な
空
間
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

　
実
は
こ
の
議
論
は
、
言
語
の
意
味
伝
達
に
お
け
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
類
似
し
た
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
次
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
の
議
論
を
確
認
し
よ
う
。
は
じ
め
に
、
言
語
で
は
な
く
、
身
体
的
な
所
作
の
意
味
伝
達
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
所
作
の
意
味
伝

達
に
つ
い
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
目
撃
し
て
い
る
所
作
は
、
あ
る
志
向
的
対
象
を
点
描
に
よ
っ
て
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
の
志
向
的
対
象
が
現
実
の
も
の
と
な
り
、
十
全

に
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
私
の
身
体
の
能
力
が
そ
の
対
象
と
ピ
ッ
タ
リ
合
わ
さ
り
、
重
な
る
時
で
あ
る
。
所
作
は
私
の
前
に
、
ひ

と
つ
の
問
い
か
け
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
は
私
に
世
界
の
い
く
つ
か
の
感
性
的
諸
点
を
指
示
し
、
私
を
促
し
て
所
作
が
そ
れ
ら
の
感
性
的
諸
点

と
合
致
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
私
の
行
為
が
こ
の
道
の
中
に
自
分
自
身
の
道
を
見
出
し
た
と
き
、
意
思
伝
達
が
完
了
す
る 

）
18
（

 

（PP 215-6

）。

た
と
え
ば
他
人
が
怒
り
の
所
作
を
行
い
、
そ
れ
を
み
て
「
怒
っ
て
い
る
な
」
と
感
じ
る
と
き
、
我
々
は
実
際
に
自
分
が
怒
っ
て
い
た
時
の
こ
と
を
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思
い
出
す
必
要
は
な
い
。
内
面
的
な
怒
り
の
感
情
と
外
に
現
れ
た
所
作
は
必
ず
し
も
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
推
理
や
連
想
を
働
か

せ
る
と
い
う
の
も
実
態
と
は
異
な
る
、
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
い
う
。
む
し
ろ
我
々
は
所
作
そ
の
も
の
を
怒
り
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
所
作
と

怒
り
の
感
情
と
い
う
異
な
っ
た
二
つ
の
物
が
便
宜
的
に
連
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
私
自
身
が
怒
り
と
い
う
感
情
を
全
く
感
じ
た
こ

と
が
な
い
場
合
、
怒
り
の
所
作
を
正
し
く
理
解
で
き
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
他
人
の
所
作
は
い
わ
ば
他
人
の
感
情
の
「
点
描
」
で
あ
っ

て
そ
れ
を
十
全
に
了
解
す
る
た
め
に
は
私
の
身
体
が
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
意
思
伝
達
ま
た
は
所
作

の
了
解
が
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
私
の
意
図
と
他
者
の
所
作
と
の
間
の
相
互
性
、
私
の
所
作
と
他
者
の
行
為
の
中
に
読
み
取
り
得
る
意
図
と
の
間
の

相
互
性
に
よ
っ
て
」（PP 225
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
所
作
と
言
語
は
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
る
。
通
常
、
人
は
言
語
の
意
味
と
意
味
内
容
は
恣

意
的
に
繋
が
っ
て
お
り
、
所
作
と
所
作
の
内
容
は
「
自
然
的
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
怒
り
を
「
怒
り
」
と
い
う
言
葉
で
表

す
の
は
恣
意
的
だ
が
、
怒
っ
た
と
き
に
脚
を
踏
み
鳴
ら
す
の
は
自
然
な
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
怒
っ
た
と
き
に
脚
を
踏
み

な
ら
さ
な
い
社
会
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
所
作
と
所
作
内
容
の
結
び
つ
き
も
ま
た
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
怒
り
を
「
怒
り
」
と
い
う

言
葉
で
表
す
こ
と
が
当
初
は
恣
意
的
だ
と
し
て
も
、
す
で
に
怒
り
と
い
う
言
葉
は
そ
こ
に
意
味
を
含
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
言
葉
の

総
体
は
所
作
と
同
様
に
、
ひ
と
つ
の
「
世
界
」
を
形
作
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
我
々
が
言
語
を
習
得
す
る
こ
と
は
単
に
言
葉
の
意
味
を
覚
え
る

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
全
体
と
し
て
形
作
っ
て
い
る
世
界
を
引
き
受
け
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
上
記
の
所
作
の
意
味
伝

達
は
、
言
語
に
お
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
り
う
る
。
我
々
が
怒
り
の
所
作
を
理
解
で
き
る
た
め
に
は
怒
り
の
経
験
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

怒
り
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
は
怒
り
と
い
う
言
葉
を
含
む
意
味
の
世
界
を
あ
ら
か
じ
め
引
き
受
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上

で
我
々
は
、
他
者
の
言
葉
の
点
描
の
上
に
、
自
ら
の
言
葉
の
意
味
を
重
ね
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
議
論
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
議
論
と
類
似
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
我
々
が
言
語
に
よ
っ
て
受
け
る
意
味
は
点
描
的
な
も
の
、
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
空
白
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
手
が
自
ら
の
経
験
を
使
っ
て
う
め
、
そ
の
意
味
を
も
う
一
度
、
生
き
直
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
言
語
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の
意
味
伝
達
は
発
信
す
る
側
と
受
け
取
る
側
の
共
同
の
作
業
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
議
論
に
は
、
違
い
も
存
在
す
る
。
第
一
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
場
合
に
こ
れ
は
、
意
味
作

用
一
般
の
問
題
、
す
な
わ
ち
言
語
と
身
体
的
所
作
の
共
通
の
特
色
で
あ
り
、
意
味
伝
達
と
い
う
現
象
に
常
に
付
き
ま
と
う
特
質
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
場
合
、
こ
れ
は
言
語
の
特
質
と
さ
れ
る
。
我
々
が
他
者
と
共
通
の
概
念
と
し
て
言
語
を
創
り
上
げ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ

に
は
個
人
的
な
要
素
の
欠
如
が
あ
り
空
白
の
で
き
る
余
地
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
埋
め
合
わ
せ
ら
れ
る
も
の
が
個
人
的
な
経
験
に
基
づ
い
た
身

体
的
な
も
の
、
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
こ
の
空
白
を
埋
め
な
お
す
作
業
は
、
言
語
を
理
解
す
る
上
で
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
海
の
経
験
が
海
の
「
十
分
な
」
イ
メ
ー
ジ
の
理
解
に
不
可
欠
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、

し
か
し
そ
の
よ
う
な
経
験
抜
き
で
も
最
低
限
の
理
解
は
可
能
に
な
る
。
そ
れ
で
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
空
白
の
埋
め
直
し
の
作
業
は

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
彼
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
書
の
喜
び
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

受
身
の
観
想
的
態
度
を
乗
り
越
え
る
こ
の
賛
嘆
に
お
い
て
、
読
者
は
あ
た
か
も
作
者
の
幻
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
読
書
の
楽
し
み
は
創
作

の
楽
し
み
の
反
映
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
読
者
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
創
造
の
徴
と
し
て
い
る
、
こ
の
創
造
の
喜
び
に
参
与

す
る
の
だ 

）
19
（

 

（PE 10

）。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
生
命
が
何
か
を
作
り
出
す
と
い
う
目
標
を
達
成
し
た
こ
と
を
示
す
指
標
と
し
て
、
自
然
は
我
々
に
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
、
と
い

う
。
そ
し
て
何
か
を
作
り
出
す
行
為
の
一
つ
と
し
て
芸
術
の
創
作
が
あ
る 
）
20
（

 
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
こ
の
議
論
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
イ
メ
ー
ジ
を

生
き
直
し
、
そ
の
空
白
を
埋
め
る
時
に
、
あ
る
種
「
作
者
の
意
識
」
を
も
つ
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
時
、
創
造
の
喜
び
を
も
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
す
る
。
観
想
的
態
度
、
す
な
わ
ち
視
覚
的
で
受
け
身
の
享
受
と
比
較
し
て
こ
の
喜
び
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
が
視
覚
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と
対
比
さ
れ
る
触
覚
の
経
験
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
主
張
は
、
彼
に
と
っ
て
身
体
の

問
題
が
初
期
の
こ
ろ
か
ら
一
貫
し
て
快
楽
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
と
っ
て
我
々
が
自
ら
の
身

体
経
験
か
ら
得
る
も
の
は
、
身
体
的
な
心
地
よ
さ
に
結
び
つ
い
た
対
象
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
身
体
に
よ
る
空
白
の
生
き
直
し
は
、

な
に
か
を
創
造
す
る
こ
と
に
加
担
す
る
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
身
体
経
験
の
喜
び
を
言
語
芸
術
の
中
に
再
び
見
出
す
行
為
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

結
語

　
本
稿
で
は
、
言
語
芸
術
に
お
け
る
身
体
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
い
う
三
人
の
思
想

家
の
思
想
を
比
較
検
討
し
た
。
言
語
と
身
体
的
経
験
を
区
別
し
、
触
覚
的
な
直
感
に
本
質
を
認
め
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
言

語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の
と
身
体
的
経
験
の
違
い
を
認
め
つ
つ
も
、
逆
に
言
語
の
不
十
分
さ
が
表
現
に
お
い
て
も
意
味
の
伝
達
の
場
面
に
お
い

て
も
利
点
と
し
て
働
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
制
限
が
あ
る
が
ゆ
え
に
物
質
的
要
素
を
表
し
う
る
言
語
と
い
う
論
点
、
お
よ
び
伝
達
に
お

い
て
空
白
が
あ
る
か
ら
こ
そ
我
々
が
個
人
的
な
身
体
経
験
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
、
そ
こ
に
喜
び
が
生
じ
る
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
言
語
と
身
体
の
あ
り
方
に
類
似
性
を
見
出
し
、
志
向
作
用
と
意
味
作
用
の
一
体
化
に
よ
っ
て
本
質
が
明
ら
か
に
な
る

場
と
し
て
言
語
を
捉
え
た
。
こ
の
三
様
の
主
張
は
、
三
者
の
言
語
芸
術
に
対
す
る
立
場
の
違
い
を
も
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
基

本
的
に
は
音
楽
や
絵
画
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
を
持
続
を
論
じ
る
際
に
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
言
語
芸
術
が
入
ら
な
い
の
は
彼
の
言
語
感
か

ら
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
言
語
芸
術
を
そ
れ
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
と
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
結
果
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
論
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
言
語
芸
術
に
こ
そ
身
体
的
な
要
素
が
現
れ
る
と

主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
三
人
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
彼
ら
が
論
じ
て
い
る
本
質
的
な
も
の
や
身
体
的
な
も
の
内
実
が
、
少

し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
原
因
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
身
体
的
経
験
は
、
本
質
的
な
直
観
経
験
と
類
似
の
も
の
と
し
て
論
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じ
ら
れ
て
い
る
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
本
質
は
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
包
摂
で
あ
る
。
ま
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て

身
体
は
触
覚
に
関
わ
ら
な
い
身
体
全
体
の
世
界
へ
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
と
っ
て
身
体
的
要
素
、
と
り
わ
け
触

覚
的
要
素
は
、
視
覚
と
対
立
し
つ
つ
、
科
学
的
認
識
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
魅
力
を
生
み
出
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
こ
れ
ら
の
内
実
の
違
い
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
三
者
の
比
較
が
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
と

性
急
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
ら
の
議
論
は
、
我
々
が
一
面
的
に
捉
え
が
ち
な
芸
術
に
お
け
る
身
体
の
問
題
の
多
面

性
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
時
、
た
と
え
ば
言
語
芸
術
に
こ
そ
身
体
性
を
認
め
る
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
議
論
な
ど
は
、
一
見
す
る
と
特

異
な
も
の
に
見
え
る
が
身
体
の
問
題
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
視
点
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
平
成
二
十
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
補
助
金
（
若
手
B
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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註

（
1
） M

ais outre les im
ages de la form

e, si souvent évoquées par les psychologues de l’ im
agination, il y a 

　 
  nous le m

ontrerons  

 

　   des im
ages de la m

atière, des im
ages directes de la m

atière. La vue les nom
m

e, m
ais la m

ain les connaît. U
ne joie dynam

ique 

les m
anie, les pétrit, les allège.

（
2
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
章
か
ら
確
認
で
き
る
。「
最
初
に
読
者
を
引
き
付
け
る
た
め
に
、
全
て
の
作
品
は
豊
か
な
形
式
的
美
し
さ

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
人
を
引
き
付
け
る
必
要
性
か
ら
、
一
般
的
に
想
像
力
は
、
形
体
（des form

s

）
や
色
彩
（des 

couleurs

）、
多
様
性
や
変
化
の
未
来
へ
と
働
き
か
け
る
」（ER

 2

）。
こ
こ
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
形
式
的
な
美
し
さ
」
を
「
形
体
」
お

よ
び
「
色
彩
」
の
多
様
性
と
変
化
の
う
ち
に
見
て
取
っ
て
い
る
。

（
3
） 

引
用
で
は
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
喜
び
」
が
イ
メ
ー
ジ
に
「
触
れ
、
捏
ね
る
」
と
同
時
に
「
軽
や
か
に
す
る
（allèger

）」
と
い
う
動
詞
が

使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
通
常
、
物
質
的
想
像
力
を
論
じ
る
際
に
は
使
わ
れ
な
い
単
語
で
あ
る
が
、「
捏
ね
る
」
作
業
、
と
り
わ
け
後
に

述
べ
る
パ
テ
を
捏
ね
る
作
業
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
パ
テ
と
は
大
地
と
水
の
結
合
で
あ
り
、
水
は
大
地
の
も

つ
「
重
さ
」
を
「
緩
和
」
す
る
存
在
（ER

 142
）
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
4
） La notion m

êm
e de m

atière est, croyons-nous, étroitem
ent solidaire de la notion de pâte. 

… U
ne m

ain oisive et caressante qui 

parcourt des lignes bien faites, qui inspecte un travail fini, peut s’ enchanter d’ une géom
étrie facile. Elle conduit à une philosophie 

d’ un philosophe qui voit l’ ouvrier travailler. D
ans le règne de l’ esthétique, cette visualisation du travail fini conduit naturellem

ent 

à la suprém
atie de l’ im

agination form
elle. A

u contraire, la m
ain travailleuse et im

périeuse apprend la dynam
ogénie essentielle du 

rèel en travaillant une m
atière qui, à la fois, résiste et cède com

m
e une chair aim

ante et rebelle.

（
5
） En perdant la couleur 

　   la plus grande des séductions sensibles 

　   le graveur garde une chance : il peut trouver, il doit trouver 
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le m
ouvem

ent. La form
e ne suffirait pas.

（
6
） Ses argum

ents sont appuyés sur des dessins, en donnant à la vue un privilège insigne. O
n ne peut aboutir ainsi qu’ à une form

ule 

de l’ im
agination reproductrice. O

r, l’ im
agination reproductrice m

asque et entrave l’ im
agination créatrice. Finalem

ent, le véritable 

dom
aine pour étudier l’ im

agination, ce n’ est pa la peinture, c’ est l’ɶ uvre littéraire, c’ est le m
ot, c’ est la phrase. A

lors com
bien la 

form
e est peu de choses! C

om
m

e la m
atière com

m
ande!

（
7
） N

ous tendons instinctivem
ent à solidifier nos im

pressions, pour les exprim
er par le langage. D

e là vient que nous confondons le 

sentim
ent m

êm
e, qui est dans un perpétuel devenir, avec son objet extérieur perm

anent, et surtout avec le m
ot qui exprim

e cet 

objet. [

…] B
ref, le m

ot aux contours bien arrêtés, le m
ot brutal, qui em

m
agasine ce qu’ il y a de stable, de com

m
un et par 

conséquent d’ im
personnel dans les im

pressions de l’ hum
anité, écrase ou tout au m

oins recouvre les im
pressions délicates et 

fugitives de notre conscience individuelle.

（
8
） Le rêveur poète vit dans l’ auréole de toute beauté, dans la réalité de l’ irréalité. Le poète qui n’ a pas les privilèges du peintre qui 

est un créateur par les couleurs n’ a nul intérêt à rivaliser avec les prestiges de la peinture. Pris dans la rigueur de son m
étier, le 

poète, ce peintre par les m
ots, connaît des prestiges de liberté. Il doir dire la fleur, parler la fleur. Il ne peut alors com

prendre la 

fleur qu’ en anim
ant les flam

m
es de la fleur par des flam

m
es de parole. [

…] Le problèm
e du poète est donc d’ exprim

er du réel 

avec de l’ irréel.

（
9
） 

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
こ
の
よ
う
に
比
較
し
た
場
合
、
興
味
深
い
の
は
音
楽
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
物
質
的

要
素
を
「
視
覚
以
外
の
感
官
か
ら
受
け
取
る
要
素
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
音
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
は
ず
に
も
関
わ
ら
ず
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

は
音
楽
自
体
に
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
音
楽
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
文
学
が
も
つ
音
の
要
素
、
発
音
や
そ
の
時

の
身
体
的
関
わ
り
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
が
音
楽
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
、
音
が
物
質
的
な
要
素
で
は
な
い
か



24

ら
で
は
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
、
と
り
わ
け
持
続
と
し
て
の
音
楽
の
議
論
と
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
た
か
ら
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
も
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
科
学
に
不
十
分
な
部
分
が
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う

に
経
験
を
直
接
に
捉
え
る
も
の
、
持
続
に
代
表
さ
れ
る
質
的
な
も
の
と
は
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
読
み
と

れ
る
。

（
10
） N

ous avons reconnu au corps une unité distincte de celle de l’ objet scientifique. N
ous venons de découvrir jusque dans sa 

《fonction 

sexuelle

》 une intentionnalité et un pouvoir de signification. En cherchant à décrire le phénom
ène de la parole et l’ acte exprès de 

signification, nous aurons chance de dèpasser définitivem
ent la dichotom

ie classique du sujet et de l’ objet. 

（
11
） Je ne traduis pas 

《dans le langage de la vue

》 les

《données du tucher

》 ou inversem
ent,  

―je n’ assem
ble pas les parties de m

on 

corps une à une ; cette traduction et cet assem
blage sont faits une fois pour toutes en m

oi : ils sont m
on corps m

êm
e.  

（
12
） Si la parole présupposait la pansée, si parler c’ était d’ abord se joindre à l’ objet par une intention de connaissance ou par une 

représentation, on ne com
prendrait pas pourquoi la pansée tend vers l’ expression com

m
e vers son achévem

ent, pourquoi l’ objet 

le plus fam
ilier nous paraît indéterm

iné tant que nous n’ en avons pas retrouvé le nom
, pourquoi le sujet pensant lui-m

êm
e est 

dans une sorte d’ ignorance de ses pensées tant qu’ il ne les a pas form
ulées pour soi ou m

êm
e dites et écrites, com

m
e le m

ontre 

l’ exem
ple de tant d’ écrivains qui com

m
encent une livre sans savoir au juste ce qu’ ils y m

ettront. 

（
13
） C

ar nom
m

er un objet, c’ est s’ arracher ;a ce qu’ il a d’ individuel et d’ unique pour voir en lui le représentant d’ une essence ou d’ une 

catégorie, et si le m
alade ne peut pas nom

m
er les échantillons, ce n’ est pas qu’ il ait perdu l’ im

age verbale du m
ot rouge ou du 

m
ot bleu,c’ est qu’ il a perdu le pouvoir général de subsum

er un donné sensible sous une catégorie, c’ est qu’ il est retom
bé de 

l’ attitude catégoriale à l’ attitude concréte. 

（
14
） Le portrait achevé s’ explique par la physionom

ie du m
odèle, par la nature de l’ artiste, par les couleurs délayées sur la palette ; 
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m
ais, m

êm
e avec la connaissance de ce qui l’ explique, personne, pas m

êm
e l’ artiste, n’ eût pu prévoir exactem

ent ce que serait le 

portrais, car le prédire eût été le produire avant qu’ il fût produit, hypothése absurde qui su détruit elle-m
êm

e.A
insi pour les 

m
om

ents de notre vie, dont nous som
m

es les artisants. C
hacun d’ eux est une espèce de création. 

（
15
） J’ im

agine, en effet, que de l’ auteur au lecteur devrait jouer une induction verbale  qui a bien des caractères de l’ induction 

électrom
agnétique entre deux circuits. U

n livre serait alors un appareil d’ induction psychique qui devrait provoquer chez le 

lecteur des tentations d’ expression originale. 

（
16
） [M

] ais n’ oubliez pas que vous avez d’ abord élim
iné, des im

pressions diverses que la rose fait sur chacun de nous, ce qu’ elles ont 

de personnel; vous n’ en avez conservé que l’ aspect objectif, ce qui, dans l’ odeur de rose, appartient au dom
aine com

m
un et, pour 

tout dire, à l’ espace. A
 cette condition seulem

ent, d’ ailleurs, on a pu donner un nom
 à la rose et à son parfum

. 

（
17
） La m

ém
oire encom

brerait  cette im
age. Elle la m

eublerait de souvenirs com
posites  venant de plusieurs âges. Tout est ici plus 

sim
ple, plus radicalem

ent sim
ple. [...] N

ous participons à l’ im
age de l’ écrivain grâce à ce qu’ il faut bien appeler une im

age 

générale , une im
age que la participation nous em

pêche de confondre avec une idée générale.  C
ette im

age générale nous la 

singularisons tout de suite. N
ous l’ habitons, nous la pénétrons com

m
e B

lanchot pénètre la sienne. Le m
ot ne suffit pas, l’ idée ne 

suffit pas, il faut que l’ écrivain nous aide à renverser l’ espace, à nous écarter de ce qu’ on voudrait décrire  pour m
ieux vivre la 

hiérarchie de nos repos. 

（
18
） Le geste dont je suis le tém

oin dessine et pointillé un objet intentionnel. C
et objet devient actuel et il est pleinem

ent com
pris 

lorsque les pourvoirs de m
on corps s’ ajustent à lui et le recouvrent. Le geste est devant m

oi com
m

e une question, il m
’ indique 

certains points sensibles du m
onde, il m

’ invite à l’ y rejoindre. La com
m

unication s’ accom
plit lorsque m

a conduite trouve dans ce 

chem
in son propre chem

in. 
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（
19
） En cette adm

iration qui dépasse la passivité des attitudes contem
platives, il sem

ble que la joie de lire soit le reflet de la joie d’ écrire 

com
m

e si le lecteur était le fantôm
e de l’ écrivain. D

u m
oins, le lecteur participe à cette joie de création que B

ergson donne 

com
m

e le signe de la création. 

（
20
） 

た
と
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
さ
て
、
私
た
ち
が
こ
の
指
示
を
解
し
て
、
こ
の
新
し
い
事
実
の
系
列
を
た
ど
る
と
、
喜

び
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
も
、
創
造
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
創
造
が
豊
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
喜
び
は
深
い
の
で
す
。（
中

略
）
自
分
の
考
え
を
実
現
し
た
芸
術
家
の
喜
び
、
発
明
や
発
見
を
し
た
学
者
の
喜
び
の
よ
う
な
特
別
な
喜
び
を
考
え
て
み
よ
う
」（Œ

 

832

）。
た
だ
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
芸
術
を
創
造
す
る
こ
と
に
喜
び
が
伴
う
こ
と
は
認
め
る
が
、
彼
に
と
っ
て
最
も
創
造
的
な
人
間
と
は
「
彼

の
濃
密
な
行
動
で
他
人
の
行
動
も
濃
密
に
す
る
」
人
間
、
す
な
わ
ち
「
形
而
上
学
的
な
真
理
を
啓
示
す
る
」
人
間
（Œ

 834

）
で
あ
る
。


