
「
女
性
」
と
し
て
の
人
間

―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―

金

子

裕

介

１§

は
じ
め
に

誰
も
が
「
評
価
（
仏appréciati

（
１
）

on
）」
の
眼
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
職
場
で
は
上
司
に
よ
っ
て
、
学
校
で
は
教
師
に
よ
っ
て
。
親

し
き
友
人
の
間
で
も
「
評
価
」
の
眼
は
存
在
す
る
し
、
逆
に
部
下
が
上
司
を
、
生
徒
が
先
生
を
「
評
価
」
す
る
時
も
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
（Jean-PaulSartre１９０５

―１９

（
２
）

８０
）
は
こ
う
い
っ
た
評
価
の
眼
を
「
他
者
の
眼
差
し
（
仏le

regard
d’autrui

）」
と

呼
ん（

３
）だ

。
そ
し
て
他
者
の
眼
差
し
に
晒
さ
れ
た
「
私
」
の
袋
小（

４
）路

を
表
現
す
る
の
に
『
出
口
な
し
』
と
い
う
戯
曲
ま
で
書
い
て
い（

５
）る

。

こ
の
サ
ル
ト
ル
哲
学
に
基
づ
き
「
実
存
主
義
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
仏le

fém
iniste

existentialis

（
６
）

te

）」
な
る
も
の
を
構
想
し
て

い
た
の
が
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
（Sim

one
de

Beauvoir１９０８

―１９８６
）
で
あ
る
。

「
女
性
は
根
本
的
に
対
他
存
在
（
仏l’e^tre-pour-autr

（
７
）

ui

）
で
あ
る
。
自
己
に
と
っ
て
も
、
他
者
に
と
っ
て
も
。
評
価
の
眼
に
晒

さ
れ
、
評
価
の
眼
を
通
じ
て
し
か
自
分
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
女
性
に
は
、
人
間
的
な
自
由
は
な
い
。
彼
女
は

モ
ノ
で
あ
り
、
即
自
存
在
（
仏l’e^tre-en-s

（
８
）

oi

）
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
」。

（１）

DOI：10.20776/S03862097-48-T1



こ
れ
が
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
に
よ
る
同
時
代
の
女
性
に
対
す
る
批
判
、
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
女
性
解
放
運（

９
）動

）
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
実
存
主
義
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
論
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
議
論
は
最
終
的
に
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
目
指

し
て
い
た
の
と
は
別
の
所
に
辿
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
は
じ

男
性
グ
ル
ー
プ
か
ら
爪
弾
き
に
さ
れ
る
「
女
性
」
と
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
概
念
な
の
か
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
論
述
を
辿
っ
て

い
る
と
、
あ
た
か
も
「
男
性
」
概
念
が
確
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
爪
弾
き
に
さ
れ
た
も
の
が
「
女
性
」
で
あ
る
、
と
批
判
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。

し
か
し
そ
も
そ
も
「
男
性
」
と
は
何
な
の
か
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
思
想
に
も
胚
胎
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
イ
ト
的
な
「
男
性
」
羨
望
、

そ
れ
は
幻
覚
で
は
な
い
の
か
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
が
本
稿
で
提
起
し
た
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

２§

自
律
的
実
存

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。

サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
（
仏hom

m
e

）
は
、
自
己
を
即
物
化
す
る
「
眼
差
し
（
仏regard

）」
を
乗
り
越
え
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
で
自
己
自
身
に
目
を
向
け
る
時
、
つ
ま
り
反
省
（
仏réflexi

（
１０
）

on

）
を
す
る
時
も
、
そ
う
で
あ
る
。

過（
１１
）去

に
縛
ら
れ
「
自
分
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
即
物
化
（
即
自
化
）
す
る
眼
差
し
は
、「
自
分
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う

未（
１２
）来

に
向
け
て
自
己
を
構
成
す
る
眼
差
し
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な（

１３
）い

。
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そ
れ
が
人
間
（
仏hom

m
e

）
に
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
対
自
存
在
（
仏l’e^tre-pour-s

（
１４
）

oi

）
と
い
う
人
間
独
自
の
存
在
様

式
も
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
そ
れ
は
男
（
仏hom

m
e

）
の
み
だ
」
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
反
論
す
る
。「
女
性
に
は
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は
許

さ
れ
て
い
な
い
」。
彼
女
は
言
う
。

（
１５
）⑴

﹇
…
﹈
女
性
（fem

m
e

）
に
は
初
め
か
ら
「
相
剋
（con

（
１６
）

flit

）」
が
あ
る
。「
自
律
的
な
実
存
（existence

autonom
e

）」

と
「
他
者
で
あ
る
こ
と
（e^tre-autre

）」
と
の
間
に
。
そ
こ
で
彼
女
に
こ
う
吹
き
込
ま
れ
る
。「
気
に
入
ら
れ
る
た
め
に
は
、

ひ
と
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
き
ゃ
ダ
メ
だ
。
君
は
自
分
を
、
い
わ
ば
オ
ブ
ジ
ェ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
」。

こ
う
し
て
彼
女
は
、
自
分
に
と
っ
て
さ
え
「
他
者
で
あ
る
こ
と
」
を
選
び
、「
自
律
的
な
実
存
」
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。

（Beauvoir１９４９b,p.３０

）

「
自
律
的
な
実
存
」
と
は
今
し
方
言
っ
た
対
自
存
在
と
し
て
の
人
間
（
仏hom

m
e

）
の
生
き
方
で
あ
る
。
男
（
仏hom

m
e

）

な
ら
、
そ
れ
を
採
る
の
に
何
ら
問
題
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
女
性
に
は
「
相
克
」
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
揚
棄
（
独das

A
ufheben

）
さ
れ
る
こ
と
は
な（

１７
）い

。

葛
藤
（
相
克
）
の
中
で
、
女
性
は
周
囲
の
人
間
に
「
気
に
入
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
き
ゃ
ダ
メ

だ
。
…
…
」
と
吹
き
込
ま
れ
る
。
結
果
、
彼
女
は
オ
ブ
ジ
ェ
に
な
り
下
が
る
。
即
自
存（

１８
）在

に
な
る
の
だ
。

（３）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



３§

フ
ロ
イ
ト
と
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル

ど
う
し
て
女
性
は
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
「
ひ
と
に
気
に
入
ら
れ
る
」
生
き
方
を
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
を
説
明

す
る
の
に
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
非
常
に
フ
ロ
イ
ト
的
な
議
論
を
展
開
す
る
。

既
に
フ
ロ
イ
ト
（Sigm

und
Freud１８５６

―１９３９

）
が
、
精
神
分
析
の
立
場
か
ら
女
性
の
特
性
、
つ
ま
り
女
性
性
（
独

W
eiblichkeit

）
を
生
物
学
的
条
件
の
結（

１９
）果

と
し
て
で
は
な
く
、
精
神
的
産
物
と
し
て
説
明
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い（

２０
）た

。
現

代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
も
、
そ
れ
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い（

２１
）る

。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
そ
れ
に
一
部
賛
同
す
る
所
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
結
果
的
に
、
彼
女
は
フ
ロ
イ
ト
に
あ
る
決
定
論
的
な
嫌

い
―
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
言
葉
で
は
「
宿
命
（
仏déstin

）」
―
を
拒
絶
し
、
独
自
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
行
っ（

２２
）た

。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
議
論
は
、
驚
く
ほ
ど
フ
ロ
イ
ト
的
で
あ
る
。
次
節
、
そ
れ
に
沿
っ
て
考
察
を
始
め
る
こ
と

に
し
よ
う
。

４§

揺
籃
期

フ
ロ
イ
ト
を
拒
絶
し
な
が
ら
も
、
女
性
性
（
仏fém

inité

）
の
説
明
に
お
い
て
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
驚
く
ほ
ど
フ
ロ
イ
ト
的
な

考
え
方
を
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
揺
籃
期
へ
の
回
帰
願
望
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

揺
籃
期
の
回
帰
願
望
こ
そ
、
フ
ロ
イ
ト
が
原
初
的
な
「
リ
ビ
ド
ー
（
独Libido
）」
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
も
の
で
あ
っ（

２３
）た

。
そ
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れ
は
「
母
の
腕
の
中
に
抱
か
れ
た
庇
護
下
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
人
間
的
願
望
を
意
味
し
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ト
も
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー

ル
も
、
そ
の
よ
う
な
回
帰
願
望
を
人
間
精
神
の
根
底
に
認
め
て
い
た
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
論
述
を
追
っ
て
み
よ
う
。

⑵

世
界
（
仏m

onde

）
は
赤
ん
坊
（le

nouveau-né

）
に
と
っ
て
初
め
は
内
在
的
（im

m
ane

（
２４
）

nt

）
な
感
覚
の
下
で
し
か

現
前
し
な
い
。
赤
ん
坊
は
母
親
の
胎
内
に
い
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
す
っ
ぽ
り
と
包
ま
れ
た
状
態
に
あ
る
。
授
乳
時
に
目
覚

め
る
く
ら
い
で
、
赤
ん
坊
は
ず
っ
と
母
親
の
体
温
に
包
ま
れ
て
い
る
。（Beauvoir１９４８b,p.１４

）

赤
ん
坊
は
母
親
の
腕
の
中
で
自
他
の
区
別
も
な
く
、
主
容
の
区
別
も
な
く
、
快
感
情
に
埋
も
れ
て
い
る
。
リ
ビ
ド
ー
の
原
型
が
、

そ
こ
に
は
あ
る
。

５§

被
投
企
性

フ
ロ
イ
ト
が
口
唇
期
（
独orale

Pha

（
２５
）

se

）
と
呼
ん
だ
こ
の
時
期
（
⑵
）
は
、
人
間
に
最
も
根
底
的
な
快
感
情
が
植
え
つ
け
ら
れ

る
時
間
で
も
あ
る
。

だ
が
や
が
て
「
別
離
（
仏séparation

）」
が
訪
れ
る
。
赤
ん
坊
と
母
親
は
、
別
の
個
体
な
の
だ
か
ら
、
当
然
で
あ
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
論
述
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

（５）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



⑶

徐
々
に
赤
ん
坊
は
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
。
自
分
と
は
異
質
な
モ
ノ
（objet

）
を
知
覚
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の
だ
。

そ
れ
と
同
時
に
、
多
少
残
酷
な
こ
と
だ
が
、
赤
ん
坊
は
母
親
の
身
体
（le

corps
nourricier

）
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
別
離（séparation

）に
赤
ん
坊
は
、
衝
動
的
と
も
言
え
る
仕
方
で
激
し
く
抵
抗
す
る
。

（Beauvoir１９４８b,p.１４

）

永
続
的
と
思
わ
れ
た
「
快
」
状
態
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
不
快
」
で
あ
る
。
赤
ん
坊
は
「
衝
動
的
と
も
言
え

る
仕
方
で
激
し
く
抵
抗
す
る
」。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
倣
い「
被
投
企
性（
独Gew

orfenheit／

仏délaissem
ent

）」と
名
づ
け
て
い（

２６
）る

。

被
投
企
性
に
対
し
最
早
、
幼
児
に
ま
で
成
長
し
た
赤
ん
坊
は
、
二
つ
の
仕
方
で
抵
抗
、
あ
る
い
は
「
闘
い（
仏lutte

）」
を
始
め
る
。

す
が

闘
い
方
の
一
つ
目
は
揺
籃
期
へ
の
回
帰
行
動
で
あ
る
。
幼
児
は
、
そ
の
大
き
な
身
体
で
母
親
に
縋
り
つ
く
。

二
つ
目
は
最
早
闘
い
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
被
投
企
性
の
只
中
で
「
他
者
の
眼
差（

２７
）し

」
に
服
従
す
る
こ
と
で
あ
る
。
右
も

左
も
分
か
ら
な
い
世
界
で
、
右
か
左
か
を
指
示
す
る
「
他
者
の
眼
差
し
」
に
幼
児
は
服
従
す
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
論
述
を
読
ん
で
み
よ
う
。

⑷

幼
児
（l’enfant

）
は
大
き
く
な
る
に
つ
け
根
源
的
な
こ
の
被
投
企
性
（délaissem

ent

）
に
対
し
て
二
つ
の
仕
方
で
闘

う
（lutter

）。﹇
一
つ
目
は
﹈
別
離
（séparation

）
を
否
定
す
る
こ
と
だ
。
幼
児
は
﹇
ま
る
で
乳
飲
み
子
が
新
生
児
に
戻

る
か
の
よ
う
に
﹈母
親（m

e`re

）の
腕
の
中
で
身
を
縮
め
る
。﹇
二
つ
目
は
﹈同
意
を
通
じ
て
他
者
に
自
分
を
正
当
化
さ
せ
る
こ
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と
で
あ
る
（se

faire
justifier

par
le

suffrage
d’autrui

）。﹇
こ
の
二
つ
目
の
闘
い
方
に
お
い
て
﹈
大
人
（les

adultes

）

は
、
幼
児
に
と
っ
て
、
神
（des

deux

）
の
よ
う
に
見
え
る
。
大
人
は
幼
児
に
と
っ
て
自
己
に
存
在
（l’e^tre

）
を
与
え
る

も
の
だ
。
幼
児
は
﹇
大
人
の
も
つ
﹈
眼
差
し
の
魔
力
（la

m
agie

du
regard

）
を
﹇
痛
切
に
﹈
感
じ
る
。（Beauvoir１９４９b,

p. １５
）

世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
幼
児
は
、
右
も
左
も
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
右
に
行
く
か
、
左
に
行
く
か
、
決
定
を
大
人
に
委
ね
る
。
大

う
か
が

人
の
顔
色
を
窺
う
の
だ
。

図
ら
ず
も
、
こ
こ
で
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
サ
ル
ト
ル
が
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
仕
方
で
し
か
確
立
で
き
な
か
っ
た
「
他
者
の
眼
差
し

（
仏le

regard
d’autr

（
２８
）

ui

）」
を
、
は
る
か
に
説
得
的
な
仕
方
で
基
礎
づ
け
て
い
る
。

６§

分
岐
点

世
界
に
、
と
い
う
よ
り
も
世
間
に
投
げ
出
さ
れ
た
時
、
幼
児
は
大
人
の
「
眼
差
し
」
を
痛
切
に
感
じ
る
。「
眼
差
し
」
と
い
う
の

は
肉
体
的
な
眼
球
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
評
価
の
眼
差
し
」
で
あ
る
。
離
れ
て
住
ん
で
い
て
も
親
の
声
は
聞
こ
え

て
来
る
。
同
僚
と
上
司
の
声
は
聞
こ
え
て
来
る
。
そ
う
い
っ
た
声
は
、
評
価
の
眼
差
し
の
変
容
態
に
違
い
な
い
。
そ
の
始
ま
り
を
、

幼
児
は
経
験
し
て
し
ま
っ
た
。

右
も
左
も
分
か
ら
な
い
世
界
―
あ
る
い
は
世
間
と
言
っ
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
―
、
そ
こ
で
右
に
行
こ
う
と
す
る
と
「
い
や
、
正
し

（７）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



い
の
は
左
だ
」
と
言
わ
れ
る
。
大
人
に
言
わ
れ
る
。
幼
児
に
は
大
人
が
神
に
見
え
る
。
自
分
に
自
由
が
な
い
よ
う
に
さ
え
感
じ
る
。

こ
ん
な
人
生
に
、
転
機
は
訪
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
も
う
一
度
、
冒
頭
の
引
用
（
⑴
）
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
或
る
種
の
転
機
、
分
岐
点
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
幼
児
が
、
女
の
子（
仏fille

（
２９
）

te

）で
あ
る
場
合
、「
気
に
入
ら
れ
る
た
め
に
は
、

ひ
と
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
き
ゃ
ダ
メ
だ
。
…
…
」
と
吹
き
込
ま
れ
る
。
悲
し
い
こ
と
に
、
こ
れ
が
女
の
子
を
一
生
、
転
機

か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
対
し
男
の
子
（
仏gar�

（
３０
）

on

）
の
場
合
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
言
う
。

⑸

女
の
子
と
は
対
照
的
に
、
男
の
子
に
は
そ
も
そ
も
媚
び
へ
つ
ら
い
（conquetterie

）
と
い
う
も
の
が
禁
じ
ら
れ
る
。
ご

機
嫌
取
り
を
す
る
こ
と
や
、
駄
々
を
こ
ね
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
。「
男
（un

hom
m
e

）
が
『
抱
っ
こ
し
て
く
れ
』
と
は

何
だ
！
」「
男
（un
hom

m
e

）
が
鏡
を
見
て
何
を
や
っ
て
い
る
！
」「
男
（un

hom
m
e

）
が
ひ
と
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と

す
る
ん
じ
ゃ
な
い
！
」
そ
う
教
え
込
ま
れ
る
。
男
の
子
に
は
、
小
さ
い
な
が
ら
も
「
人
間
（hom

m
e

）」
で
あ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
男
の
子
が
大
人
の
同
意
を
得
る
の
は
、
大
人
か
ら
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
男
の
子
が

気
に
入
ら
れ
る
の
は
、
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。（Beauvoir１９４９b,p.１７

）

揺
籃
期
へ
の
回
帰
願
望
の
否
定
（「
男
が
『
抱
っ
こ
し
て
く
れ
』
と
は
何
だ
！
」）。
評
価
の
視
線
の
否
定
（「
男
が
鏡
を
見
て
何
を

や
っ
て
い
る
！
」）。
他
者
の
眼
差
し
の
拒
絶
（「
男
が
ひ
と
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
！
」）。
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大
人
の
叱
咤
激
励
に
よ
り
、
男
の
子
に
は
確
実
に
、
人
生
の
転
機
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
他
者
の
眼
差
し
、
つ
ま
り
即
自
存
在
で
あ

る
こ
と
か
ら
自
分
を
解
放
し
、
対
自
存
在
で
あ
る
よ
う
、
後
押
し
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

７§

超
自
我

こ
う
し
て
男
の
子
に
は
、
大
人
の
眼
差
し
に
従
属
し
た
幼
少
期
に
、
転
機
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
「
他
者
の
眼
差
し
」
を
「
自
己
の

眼
差
し
」
に
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
自
ら
の
規
範
意
識
が
形
成
さ
れ
る
。「
男
の
子
に
は
、
小
さ
い
な
が

ら
も
『
人
間
』
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」（
⑸
）
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
論
述
が
、
彼
女
が
拒
絶
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
フ
ロ
イ
ト
的
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
（
３§
）。
精
神
分

析
で
言
う
と
男
の
子
の
こ
の
転
機
は
、
間
違
い
な
く
「
超
自
我
（
独das

Über-Ich

）」
の
形
成
に
当
た
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
図
で
理
解
し
て
み
よ
う
。

⑹

フ
ロ
イ
ト
の
精
神
世
界
（Freud１９１６

―１７／１９３３,３１.V
orlesung,p.５１５;K

aneko２０１６b,p.１５５

）

（９）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



こ
れ
は
晩
年
の
フ
ロ
イ
ト
が
『
続
入
門
（N

eue
Folge

）』
と
い
う
本
に
掲
載
し
た
幻
の
板
書
で
あ（

３１
）る

。

縦
に
走
っ
て
い
る
の
が
「
超
自
我
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
揺
籃
期
へ
の
回
帰
願
望
で
あ
る
リ
ビ
ド
ー
が
澱
の
よ
う
に
固
ま
っ
て
で
き

た
「
エ
ス
（
独das

Es

）」
を
抑
圧
（verdrängen

）
し
、
無
意
識
（
独U

nbew
usstsein

）
に
押
し
込
め
る
。

超
自
我
は
、
自
我
（
独das

Ich

）
に
向
け
て
「
他
者
の
眼
差
し
」
が
消
化
さ
れ
た
も
の
で
あ（

３２
）る

。
そ
れ
は
規
範
意
識
と
し
て
「
私

（
自
我
）」
が
現
実
世
界
（
独das

W
-

（
３３
）

Bw

）
―
投
企
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
世
間
―
に
立
ち
向
か
う
際
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。

８§

問
い
の
角
度

こ
う
い
っ
た
成
人
心
理（
⑹
）は
、
男
性
に
の
み
形
成
さ
れ
る
。
そ
う
フ
ロ
イ
ト
は
考
え（

３４
）た

。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
そ
う
考
え
た
。

問
題
は
、
こ
の
着
地
点
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。

多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
、
こ
こ
か
ら
女
性
の
境
遇
に
議
論
の
矛
先
を
向
け
る
。「
ほ
ら
、
こ
う
し
て
男
性
は
立
派
な
成
人
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
女
性
は
ど
う
だ
。
幼
少
期
に
お
い
て
大
人
に
な
る
転
機
を
奪
わ
れ
、
一
生
他
人
の
目
を
気
に
し
て
生
き
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。男
性
の
よ
う
に
他
人
へ
の
従
属
を
乗
り
越
え
、自
律
的
な
自
我
を
形
成
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
だ
」。

こ
う
し
て
、
い
わ
ば
「
初
め
に
男
性
あ
り
き
」
の
議
論
が
形
成
さ
れ
る
。
男
性
は
立
派
だ
。
自
律
的
だ
。
自
分
の
人
生
を
開
拓
し

て
行
く
気
概
が
与
え
ら
れ
る
。
…
…

本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
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「
評
価
」
の
眼
差
し
の
話
を
始
め
に
し
た
（
１§
）。
こ
れ
は
誰
も
が
晒
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
時
言
っ
た
。
誰
も
が
、

で
あ
る
。
そ
こ
に
男
女
の
区
別
は
な
い
。

考
え
て
ほ
し
い
。
フ
ロ
イ
ト
が
語
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
語
る
よ
う
な
「
男
性
」
は
、
本
当
に
存
在
す
る
だ

ろ
う
か
。

学
校
で
は
進
路
決
定
の
た
め
に
教
師
の
目
を
恐
れ
、
職
場
で
は
上
司
の
評
価
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
結
婚
し
て
一
軒
家
を

建
て
た
が
費
用
の
大
部
分
は
両
親
持
ち
。
日
夜
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
入
っ
て
来
る
ニ
ュ
ー
ス
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
有
名
人

と
自
分
を
比
べ
て
一
喜
一
憂
す
る
。

つ
ま
は
じ

実
は
事
態
は
、
男
性
社
会
か
ら
女
性
が
爪
弾
き
に
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
攻
撃
対
象
と
し
て
い
る「
男
性
」

そ
の
も
の
が
幻
想
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
風
に
思
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

９§
「
女
性
」
と
し
て
の
人
間

要
す
る
に
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
そ
の
実
存
主
義
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
「
女
性
は
根
本
的
に
対
他
存
在
で
あ
る
。
自
己
に

と
っ
て
も
、
他
者
に
と
っ
て
も
。
評
価
の
眼
に
晒
さ
れ
、
評
価
の
眼
を
通
じ
て
し
か
自
分
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
意
味

で
女
性
に
は
、
人
間
的
な
自
由
は
な
い
。
彼
女
は
モ
ノ
で
あ
り
、
即
自
存
在
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
」
と
考
え
た
が
（
１§
）、
そ
れ

は
女
性
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
他
者
の
眼
差
し
」
を
「
自
分
の
眼
差
し
」
と
し
て
消
化
し
、
鉄
の
自
己
評
価
と
規
範
意
識
を
も
ち
未
来
に
向
け
、
自
律
的
に
自

（１１）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



我
を
構
成
し
て
行
く
。
…
…

そ
ん
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
の
ひ
と
に
で
き
そ
う
も
な
い
。「
親
の
期
待
に
応
え
」、「
先
生
の
期
待
に
応
え
」、「
上
司
の
期
待
に
応

え
」
…
…
他
者
の
「
評
価
」
に
依
存
し
て
い
た
方
が
ず
っ
と
楽
な
の
で
あ
る
。

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
議
論
に
は
、
ど
こ
か
転
倒
し
た
男
性
崇
拝
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
主
性
を
体
現
し
、
社
会
を
牽
引
し
て

行
く
「
男
性
」
な
ど
、
本
当
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
性
が
思
っ
て
い
る
よ
り
、
男
性
は
も
っ
と
、
女
々
し
い
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
男
ら
し
さ
と
は
何
か
。「
男
ら
し
く
し
ろ
！
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
中
身
は
何
か
。

そ
う
問
う
た
瞬
間
、
議
論
は
一
気
に
「
理
想
的
な
人
間
像
」
に
振
り
切
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
倫
理
的
な
人
間
性
の
追
求
に
行
き

着
い
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
ん
な
も
の
は
誰
も
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
な（

３５
）い

。
そ
し
て
正
に
こ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、

い
く
ら
男
女
の
差
異
を
論
じ
て
も
、
そ
れ
は
ど
こ
か
穴
の
開
い
た
議
論
に
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
し
て
や
現
代
社
会
は
ミ
ル
が
「（
女
性
の
）
奴
隷
状
態
」
と
言
っ
た
時
ほ
ど
、
男
性
中
心
社
会
で
は
な（

３６
）い

。

LGBT

（Lesbian,
Gay,

Bisexual,
T
ransgender

）
の
問
題
も
あ
る
が
、
社
会
内
で
の
男
女
差
別
を
問
題
に
す
る
時
、
ま
ず

は
男
性
も
含
め
人
間
一
般
が
「
女
性
」
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
他
者
の
眼
差
し
」
か

ら
誰
も
ま
だ
完
全
に
脱
却
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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ords

は１９９１

年
刊
﹈

H
eidegger,M

.

（１９２７

）.Sein
und

Zeit,１９.A
uflage.M

ax
N
iem

eyer.
﹇
ペ
ー
ジ
番
号
は
１９
版
に
従
う
﹈

H
egel,G.W

.

（１８０７

）.Phänom
enologie

des
Geistes.N

ikol.

﹇
ペ
ー
ジ
番
号
はSäm

tliche
W

erke.hrsg.von
G.Lasson,später

J.

（１３）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



Hoffm
eister,Leipzig,Bd.II

を
「S

…
」
で
表
す
﹈

H
utier,J.-B.

（１９９７

）.Profild’une

�uvre:Huis
Clos.H

atier.
H
usserl,E.

（１９１３

）.Ideen
zu

einer
reinen

Phänom
enologie

und
phänom

enologischen
Philosophie,Erstes

Buch.Felix
M

einer
V
erlag.

﹇
ペ
ー
ジ
番
号
はHusserliana

III ／１

に
従
う
﹈

K
aneko,Y

.
（２０１６a

）.T
he

H
istory

ofBiology
and

its
Im

portance
for

Gender
Studies.GÉ

NEROS,Vol.５,No.２.H
ipatia

Press.

―
―
―
―
（２０１６b
）.D

ie
Geschlechtstheorie

Freuds:Ihre
N
euartigkeitund

A
nw

endung
aufden

Fem
inism

us.Hacettepe
University

JournalofFaculty
ofLetters,Vol.３３,No.２,１５０

―１６７.
K
ant,I.

（１７８７

）.Kritik
der

reinen
Vernunft.I.K

A
N
T
S

W
ERK

E
hrsg.von

Cassirer,E.,Bd.III.﹇
ペ
ー
ジ
づ
け
は
ア
カ
デ

ミ
ー
版
第
二
版
の
も
の
を
「B
…
」
と
し
て
記
す
。﹈

K
oje`ve,A

.

（１９４７

）.Introduction
a`
la

lecture
de

Hegel.Gallim
ard.

Locke,J.

（１６９０

）.A
n

Essay
concerning

Hum
an

Understanding.W
ordsw

orth
Editions.

M
ill,J.S.

（１８６９

）.The
Subjection

ofW
om

en.H
ackettPublishing

Com
pany.

Rorty,R.

（１９７８

）.Philosophy
and

the
M

irror
ofNature,FirstPrinceton

Classics
Edition

in
２０１８.Princeton

U
niversity

Press.
Sartre,J.P.

（１９３８

）.La
Nausée.Folio.

―
―
―
―
（１９４３

）.L
’E^tre

etle
Neant.Gallim

ard.

―
―
―
―
（１９４７

）.Huis
Clos.Gallim

ard.
Schelling,F.W

.

（１８０１

）.D
arstellung

m
eines

System
s
der

Philosophie.Zeitschriftfür
spekulative

Physik,Bd.II,２.Heft.
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注（
１
）
フ
ラ
ン
ス
語
は
「
仏
」、
ド
イ
ツ
語
は
「
独
」、
英
語
は
「
英
」
と
以
下
に
表
記
す
る
。

（
２
）
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
こ
の
た
め
論
文
上
体
裁
を
損
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
が
、
注
の
中
で
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
を
解
説
す
る
こ
と
を
許
し
て
も
ら
い
た
い
。
解
説
部
分
は
特
に
「【

】」
で
解
説
項
目
を

明
記
す
る
場
合
が
あ
る
。

（
３
）
【「
他
者
の
眼
差
し
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

他
者
の
眼
差
し
は
、
志
向
性
の
派
生
概
念
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

サ
ル
ト
ル
の
認
識
論
―
確
か
に
そ
う
い
っ
た
も
の
は
考
え
ら
れ
て
い
た
（Sartre

１９４３,
pp.２１２f.

）
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und
H
usserl１８５９

―１９３９

）
の
「
志
向
性
（
独Intentionalität

）」
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
（H

usserl１９１３,III／１
６５,III／１

１８２

）。

志
向
性
は
認
識
論
に
革
命
を
起
こ
し
た
概
念
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
因
果
性
と
正
反
対
の
「
方
向
」
を
示
す
こ
と
で
、
二
十
世
紀

哲
学
の
転
換
点
を
生
み
出
し
た
。

因
果
性
の
方
向
と
は
、
対
象
↓
「
私
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
対
象
『
が
』
私
『（
の
心
の
中
）
に
』
表
象
を
引
き
起
こ
す
」。
そ
れ
は
ロ
ッ

ク
（John

Locke１６３２

―１７０４

）
か
ら
カ
ン
ト
（Im

m
anuelK

ant１７２４

―１８０４

）
に
至
る
ま
で
「
表
象
（
英idea／

独V
orstelllung

）」

の
名
の
下
、
長
い
間
語
ら
れ
て
来
た
認
識
論
の
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
で
も
あ
っ
た
（Rorty

１９７８,
pp.

３

―１２

）。
今
日
「
知
覚
の
因
果
説

（causaltheory
ofperception

）」
と
し
て
話
題
と
さ
れ
る
の
も
同
様
の
も
の
で
あ
る
（Grice１９６１

）。

だ
が
因
果
性
の
認
識
論
で
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
対
象
の
実
在
（
英reality

）
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
い
（cf.Locke

１６９０,
bk.４,ch.４

）。
カ
ン
ト
が
「
物
自
体
（
独D

ing
an

sich

）」
を
想
定
し
た
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
（K

ant１７８７,B４３

）。

し
か
し
な
が
ら
志
向
性
を
使
え
ば
、
こ
の
問
題
は
解
決
で
き
る
。
方
向
を
逆
転
さ
せ
、「
私
『
が
』
対
象
『
を
』
認
識
す
る
」。
つ
ま
り
、

「
私
」
↓
対
象
と
い
う
方
向
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
対
象
の
存
在
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（１５）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



こ
れ
は
「
私
」
が
対
象
を
「
生
み
出
す
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
既
に
あ
る
対
象
に
「
私
」
が
「
接
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
対
象
は
絶
対
的
に
「
私
」
の
意
識
の
外
に
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
倣
い
「
超
越
（
仏transcendence

）」

と
呼
ん
だ
（Sartre１９４３,p.１８,p.３１

etc.;H
usserl１９１３,III／１

６８

）。

こ
の
時
点
で
志
向
性
に
よ
る
認
識
論
が
、
バ
ー
ク
リ
（George

Berkley
１６８５

―１７５３

）
の
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る

（Esse
is

percipi

）」
と
は
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
（Berkley

１７１０,pp.３０

―３１

）。
対
象
は
決
し
て
「
私
」
の
手
に
負
え
る
も

の
で
は
な
い
。『
嘔
吐
』
の
マ
ロ
ニ
エ
の
根
に
、
そ
れ
は
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
（
下
記
注
７
参
照
）。

サ
ル
ト
ル
は
こ
の
志
向
性
概
念
を
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
学
び
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
カ
ン
ト
的
な
構
成
を
持
ち
込
ん
だ
点

―
具
体
的
に
は
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
区
別
（H

usserl１９１３,III／１
１７１f.;

松
波１９５６,p.５２５

）
―
を
激
し
く
攻
撃
す
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
結
局
、
対
象
を
意
識
「
内
」
で
構
成
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
対
象
は
意
識
「
内
」
に
は
な
い
。
こ
れ
が
サ
ル

ト
ル
の
揺
る
が
ぬ
立
場
で
あ
っ
た
。

以
上
が
志
向
性
の
説
明
な
の
だ
が
、
で
は
こ
こ
か
ら
ど
う
「
他
者
の
眼
差
し
」
が
派
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
こ
う
問
え
ば
よ

い
。
志
向
性
は
「
私
」
の
心
（
意
識
）
の
特
徴
で
あ
る
が
、
他
者
の
心
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
の
議
論
は
一
気
に
飛
躍
す
る
。「
誰
も
が『
他
者
の
眼
差
し
』を
感
じ
る
だ
ろ
う
…
…
」と
話
を
進
め
る
の
だ（Sartre

１９４３,pp.２９８

）。
そ
し
て
そ
の
根
底
的
な
事
実
に
、「
私
」
と
同
じ
よ
う
に
志
向
性
を
発
す
る
他
者
の
意
識
（
心
）
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、

と
そ
う
論
じ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
悲
劇
が
訪
れ
る
の
だ
が
、「
他
者
の
眼
差
し
」
か
ら
す
れ
ば
、
今
度
は
「
私
」
が
モ
ノ
に
転
化
す
る
。
こ
う
し
て
「
私
」

は
他
者
に
よ
っ
て
品
定
め
さ
れ
る
モ
ノ
に
な
り
下
が
る
。
本
文
中
で
「
評
価
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）
【「
相
剋
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

他
者
の
眼
差
し
に
晒
さ
れ
た
「
私
」
の
袋
小
路
と
は
、
要
す
る
に
「
相
克
（conflit

）」
の
こ
と
で
あ
る
（Sartre１９４３

）。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
矛
盾
や
対
立
や
衝
突
は
、
よ
り
高
次
の
倫
理
的
段
階
へ
と
止
揚
（
独das

A
ufheben

）
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
消
さ
れ
る
（H

egel１８０７,S.９０

）。
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有
名
な
「
生
死
を
賭
け
た
﹇
承
認
を
巡
る
﹈
闘
い
」
で
も
話
は
同
じ
で
あ
る
（
注
７
参
照
）。

し
か
し
サ
ル
ト
ル
で
は
そ
の
よ
う
な
止
揚
は
起
こ
ら
な
い
。『
存
在
と
無
』
で
は
他
者
と
の
対
立
に
つ
い
て
色
々
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
が
論
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
（Sartre１９４３,pp.４１３f.

）、
相
克
の
本
質
は
『
出
口
な
し
』
で
尽
き
て
い
る
（
次
注
５
参
照
）。
そ
れ
は

「
結
局
、
分
か
り
合
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
５
）
【『
出
口
な
し
』
に
つ
い
て
の
解
説
】

『
出
口
な
し
』
で
サ
ル
ト
ル
は
、
他
者
と
「
私
」
と
の
悲
劇
的
関
係
、
つ
ま
り
「
相
剋
」
を
描
き
切
っ
て
い
る
。
以
下
は
、
そ
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
で
あ
る
。

ガ
ル
サ
ン：

私
は
メ
キ
シ
コ
に
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
こ
で
平
和
主
義
者
の
新
聞
を
創
刊
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
ん
だ
。（
沈
黙
。）
お

い
、
何
か
言
っ
て
く
れ
よ
。

エ
ス
テ
ル：

何
を
言
っ
て
ほ
し
い
の
。
あ
な
た
は
十
分
や
っ
た
わ
。
戦
争
を
嫌
っ
た
の
だ
か
ら
。（
ガ
ル
サ
ン
、
苛
立
っ
た
仕
草
。）
あ

あ
、
そ
ん
な
こ
と
し
な
い
で
。
何
を
言
え
ば
よ
い
か
、
わ
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
の
。

イ
ネ
ス：

エ
ス
テ
ル
、「
あ
な
た
は
『
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
に
』
逃
げ
た
」
っ
て
ガ
ル
サ
ン
に
言
っ
て
や
れ
ば
い
い
の
よ
。
あ
な
た
の
大
き

な
愛
し
の
ひ
と
は
ね
、
逃
げ
た
の
。
逃
げ
た
こ
と
に
、
そ
の
ひ
と
は
苛
ま
れ
て
い
る
の
よ
。

ガ
ル
サ
ン：

何
と
で
も
言
っ
て
く
れ
。

エ
ス
テ
ル：

逃
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
、
ガ
ル
サ
ン
。
さ
も
な
け
れ
ば
捕
ま
っ
て
い
た
ん
だ
か
ら
。

ガ
ル
サ
ン：

あ
あ
、
そ
う
さ
。（
時
間
を
お
い
て
。）
エ
ス
テ
ル
、
私
は
臆
病
者
な
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

（Sartre１９４７,p.７８

）

『
出
口
な
し
』
は
、
ろ
く
な
死
に
方
を
し
な
か
っ
た
男
女
三
人
が
、
地
獄
の
一
室
で
身
体
的
拷
問
の
代
わ
り
に
精
神
的
拷
問
を
受
け
る

話
で
あ
る
。

精
神
的
な
拷
問
と
い
っ
て
も
何
か
仕
組
み
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
部
屋
の
中
に
彼
ら
が
放
っ
て
お
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
彼
ら

が
自
然
と
始
め
る
対
話
、
そ
れ
が
拷
問
の
中
身
な
の
だ
。
純
粋
な
る
他
者
と
の
対
話
に
お
い
て
、
自
己
評
価
は
完
全
に
意
味
を
失
い
、
他

（１７）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



者
評
価
が
す
べ
て
と
な
る
。
生
き
て
い
た
な
ら
現
実
の
業
績
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
彼
ら
に
は
今
、
真

実
を
語
る
か
、
嘘
を
語
る
か
し
か
な
い
。
そ
ん
な
場
合
、
自
己
の
存
在
は
即
物
的
に
な
り
、
い
い
よ
う
に
他
者
の
評
価
に
晒
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
を
サ
ル
ト
ル
は
「
地
獄
と
は
他
者
で
あ
る
（L’enfer,c’estles

A
utres

）」
と
表
現
し
た
（Sartre１９４７,p.９３

）。

と
に
か
く
『
出
口
な
し
』
の
登
場
人
物
は
、
ろ
く
な
人
生
を
送
っ
て
な
い
。
ジ
ョ
セ
フ
ガ
ル
サ
ン
（Joseph

Garcin

）
は
登
場
人
物

三
人
の
内
、
唯
一
の
男
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
出
身
で
国
の
内
戦
に
駆
り
出
さ
れ
る
の
を
拒
み
、
メ
キ
シ
コ
逃
亡
中
逮
捕
さ
れ
、
十
二
発
の

弾
丸
を
打
ち
込
ま
れ
て
死
ん
だ
。
彼
は
自
分
の
行
為
が
「
英
雄
（
仏héro

）」
に
な
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
自
己
欺
瞞
を
繰
り
返
す
の

だ
が
、
イ
ネ
ス
に
「
臆
病
者
（
仏la^che

）」
と
評
価
さ
れ
る
（Sartre１９４７,p.２９,p.３１,p.４０

etc.;H
utier１９９７,p.５

）。

エ
ス
テ
ル
リ
ゴ
ー
（Estelle

Rigault

）
も
、
や
は
り
生
前
ろ
く
な
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
男
た
ら
し
で
、
財
産
目
当
て
で
金
持
ち
の

老
人
と
結
婚
。
そ
の
後
、
愛
人
を
つ
く
り
、
彼
と
の
間
に
で
き
た
娘
を
湖
に
投
げ
捨
て
殺
す
。
最
後
、
肺
炎
で
死
ん
だ
の
だ
が
、
そ
ん
な

自
分
の
人
生
を
正
当
化
す
る
の
に
余
念
が
な
い
（Sartre１９４７,p.２９,p.４０,pp.５８f.;H

utier１９９７,p.５

）。

イ
ネ
ス
セ
ラ
ノ
（Ine`s

Serno
）
は
、
エ
ス
テ
ル
と
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
出
身
で
郵
便
局
員
を
し
て
い
た
。
同
性
愛
者
で
、
い
と
こ
の
男

性
の
妻
を
誘
惑
し
、
そ
の
い
と
こ
は
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。
最
後
は
同
性
愛
の
相
手
で
あ
る
そ
の
妻
に
よ
り
、
ガ
ス
心
中
に
巻
き
込
ま

れ
て
い
る
（Sartre１９４７,p.２４,pp.５５f.
）。

こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
間
で
右
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
訪
れ
る
。

『
出
口
な
し
』
の
主
人
公
は
間
違
い
な
く
ガ
ル
サ
ン
で
あ
る
。
彼
は
「
英
雄
」
と
い
う
評
価
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
肯
定
す
る
「
都
合
の
良
い
他
者
」
が
エ
ス
テ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
エ
ス
テ
ル
は
男
た
ら
し
な
性
分
か
ら
、
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
嫌

い
が
あ
る
。

ユ
テ
ィ
エ
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
『
出
口
な
し
』
の
「
本
当
の
他
者
」
は
イ
ネ
ス
で
あ
る
（H

utier
１９９７,

p.３４

）。
彼
女
は
、
ガ
ル

サ
ン
と
エ
ス
テ
ル
が
、
傷
の
な
め
合
い
の
よ
う
な
会
話
で
自
己
欺
瞞
（
仏m

ouvaise
foi

）
の
上
塗
り
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い

る
（H

utier１９９７,p.３３;Sartre１９４３,pp.８２f.

）。
そ
し
て
こ
の
イ
ネ
ス
の
「
他
者
の
眼
差
し
」
に
晒
さ
れ
た
ガ
ル
サ
ン
は
結
局
「
自

分
は
臆
病
者
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安
に
最
後
ま
で
苛
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
６
）
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
自
身
は
、
こ
の
名
称
を
使
用
し
て
い
な
い
。
だ
が
生
島
（１９５９

）
の
解
説
な
ど
を
読
め
ば
明
ら
か
な
通
り
、
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
構
想
し
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
（
実
存
主
義
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
）
な
の
で
あ
る
。

（
７
）
【「
対
他
存
在
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

ヘ
ー
ゲ
ル
（Georg

W
ilhelm

Friedrich
H
egel１７７０

―１８３１

）
も
「
対
他
存
在
（
独das

Sein
für

A
nderes

）」
と
い
う
表
現
を

使
う
の
だ
が
（H

egel１８０７,S.９９

）、
そ
れ
と
は
全
く
違
う
意
味
で
、
こ
の
言
葉
に
重
要
な
意
味
を
持
た
せ
た
の
は
サ
ル
ト
ル
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
場
合
、
対
他
存
在
（
仏l’e^tre-pour-autrui

）
は
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
生
死
を
賭
け
た
﹇
承
認
を
巡
る
﹈
闘
い
（
独

der
K
am

pf

﹇um
s
A
nerkennen

﹈aufLeben
und

T
od

）」
と
呼
ん
だ
局
面
に
置
か
れ
た
自
己
意
識
（
独das

F
ür-sich-Sein

）
の

一
側
面
を
表
し
て
い
る
（H

egel１８０７,S.１４４;Sartre
１９４３,pp.２８０f.

）。
手
っ
取
り
早
く
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
他
者
の
眼
差
し
」
に

晒
さ
れ
（
前
注
３
参
照
）、
即
物
的
、
つ
ま
り
即
自
存
在
に
な
り
下
が
っ
た
「
私
」
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。

私
は
﹇
所
詮
、
身
体
に
お
い
て
﹈
時
間
と
空
間
の
中
に
あ
る
モ
ノ
（objet

）
な
の
だ
か
ら
、
他
者
の
評
価
（les

appreciations
d’autrui

）に
自
分
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
。﹇
…
﹈他
者
の
眼
差
し
に
晒
さ
れ
る（e^tre

regardé

）と
は「
自
分
が
評
価
の
対
象（objet

inconnu
d’appréciations

）
に
な
っ
て
い
る
」
と
自
覚
す
る
こ
と
だ
。﹇
…
﹈「
私
」
は
他
者
の
所
有
物
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
（en

tant
que

nous
apparaissons

a`
autrui

）、
自
分
を
「
隷
属
し
た
者
（esclave

）」
と
考
え
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。﹇
…
﹈
こ
の

危
険
は
偶
然
の
産
物
（accident

）
で
は
な
い
。「
私
」
の
も
つ
対
他
存
在
（e^tre-pour-autrui

）
の
永
続
的
な
構
造
﹇
に
由
来
す
る
﹈

の
で
あ
る
。（Sartre１９４３,pp.３１３

―３１４

）

自
己
意
識
、
言
い
換
え
れ
ば
「
私
」
に
議
論
の
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
つ
ま
り
テ
ー
ブ
ル
や
ペ
ン
と
い
っ
た
単
純
な

即
自
存
在
を
考
え
る
必
要
が
な
い
文
脈
に
お
い
て
、「
対
他
存
在
」
は
「
即
自
存
在
」（
次
注
７
参
照
）
と
同
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
女
性
の

自
己
意
識
を
扱
う
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
議
論
で
は
「
対
他
存
在
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
ず
、
あ
え
て
「
即
自
存
在
（l’en-soi

）」
と
い

う
表
現
の
み
一
貫
し
て
使
わ
れ
て
い
る
（Beauvoir１９４９b,p.１５;

生
島１９５９,pp.２６５

―２７０

）。

（
８
）
【「
即
自
存
在
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

サ
ル
ト
ル
は
断
り
な
く
「
即
自
（
仏en

soi

）」「
対
自
（
仏pour

soi

）」
と
い
う
用
語
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
即
自
的
（
独an

sich

）」

（１９）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



「
対
自
的
（
独für

sich

）」
か
ら
借
り
て
い
る
の
だ
が
、
厳
密
な
学
術
用
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
サ
ル
ト
ル
の
方
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
む
し
ろ
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann

Gottlieb
Fichte１７６２

―１８１４

）や
シ
ェ
リ
ン
グ（Friedrich

W
ilhelm

Joseph
Schelling

１７７５
―１８５４

）
と
の
議
論
で
慣
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
ア
ン
ジ
ッ
ヒ
」「
フ
ュ
ア
ジ
ッ
ヒ
」
と
言
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
岩
崎１９７８;

岩
崎１９９７;

金
子１９７１;

金
子１９７９

）。

「
フ
ュ
ア
ジ
ッ
ヒ
（für

sich

）」
と
は
、
絶
対
者
（
独das

A
bsolute

）
を
自
我
と
の
関
連
で
考
え
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
議
論
に
色
濃
く
見

出
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
（Fichte

１７９４,
I,９８

）。「
ア
ン
ジ
ッ
ヒ
（an

sich

）」
と
は
、
絶
対
者
を
そ
う
い
っ
た
主
観
性
か
ら
一
旦
切

り
離
し
、
世
界
の
根
底
に
お
い
て
客
観
的
に
考
え
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
議
論
に
色
濃
く
見
出
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る（Schelling１８０１,V

I

―

V
II

）。
よ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
説
で
フ
ュ
ア
ジ
ッ
ヒ
が
「
主
観
性
」
と
し
て
、
ア
ン
ジ
ッ
ヒ
が
「
客
観
性
」
と
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
こ
う

い
う
背
景
に
よ
る
（
金
子１９７１,p.４６７;see
also

岩
崎１９７８;

岩
崎１９９７

）。

サ
ル
ト
ル
が
「
即
自
存
在
（
仏l’e^tre-en-soi

）」
と
言
っ
た
時
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
議
論
と
は
か
な
り
違
っ
た
意
味
合
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
（
白
井１９６９,pp.７８２
―７８３
）。
端
的
に
言
え
ば
即
自
存
在
と
は
、
モ
ノ
（
仏objet／chose

）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
シ
ャ
ー

ペ
ン
や
テ
ー
ブ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
が
即
自
存
在
を
論
じ
る
時
、
そ
こ
に
は
「
得
体
の
知
れ
な
さ
」
と
同
時
に
「
侮
蔑
の
念
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。『
嘔
吐
』

で
マ
ロ
ニ
エ
の
根
を
主
人
公
ロ
カ
ン
タ
ン
（A

ntoine
Roquentin

）
が
描
写
す
る
場
面
が
、
そ
の
代
表
だ
ろ
う
。

﹇
…
﹈
つ
い
さ
っ
き
、
私
は
公
園
に
い
た
。
マ
ロ
ニ
エ
の
根
（la

racine
du

m
arronnier

）
が
土
の
奥
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
た
。

私
の
座
っ
て
い
た
ベ
ン
チ
の
直
ぐ
下
ま
で
。
そ
の
マ
ロ
ニ
エ
の
根
を
語
る
言
葉
は
消
え
失
せ
て
い
た
。
モ
ノ
（chose

）
の
意
味
、
使

用
法
（m

ode
d’em

ploi

）、
モ
ノ
の
表
面
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
微
か
な
目
印
、
す
べ
て
が
消
え
失
せ
て
い
た
。
猫
背
で
、
頭
を
低
く

し
て
、
私
は
ひ
と
り
で
あ
の
塊
の
前
に
座
っ
て
い
た
。
あ
の
黒
く
て
、
骨
ば
っ
て
い
て
、
完
全
に
粗
野
な
塊
の
前
に
。
そ
れ
は
私
を
恐

れ
さ
せ
た
。
だ
が
そ
の
時
、
閃
い
た
の
だ
。﹇
…
﹈
も
し
誰
か
が
「
存
在
と
は
何
か
」
と
尋
ね
て
来
た
ら
、
私
は
即
座
に
「
何
で
も
な

い
も
の
（�an’était

rien

）」
と
答
え
た
だ
ろ
う
。
存
在
は
、
外
的
事
物
（les

choses
du

hors

）
に
添
え
ら
れ
る
だ
け
の
空
虚
な
形

式
な
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈
そ
れ
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
（c’était

la`

）。
そ
れ
は
、
突
如
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ル
を
剥
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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（Sartre１９３８,pp.１８１

―１８２

）

『
嘔
吐
』
で
ロ
カ
ン
タ
ン
は
自
分
を
断
続
的
に
襲
う
得
体
の
知
れ
な
い
「
吐
き
気
（
仏nausée

）」
に
悩
ま
さ
れ
る
。
小
説
の
中
で
そ

れ
は
探
偵
調
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
れ
は
「
存
在
に
対
す
る
吐
き
気
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
（
白
井１９６９,pp.７７９

）。

右
の
抜
粋
で
は
「
見
え
（
仏apparition

）」
が
即
「
存
在
（
仏

e^tre

）」
で
あ
る
、
と
い
う
後
に
『
存
在
と
無
』
で
展
開
さ
れ
る
理

屈
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
の
で
（Sartre１９４３,pp.１１f.

）、
そ
れ
が
念
頭
に
な
い
と
読
み
に
く
い
か
も
知
れ
な
い
。

モ
ノ
、
例
え
ば
「
マ
ロ
ニ
エ
の
根
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
何
か
は
誰
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
見
え
て
い
る
限
り
に
お
い
て
「
そ
れ
は
そ

こ
に
あ
る
（c’est

la`
）」。
そ
れ
以
上
で
も
、
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。
志
向
性
の
議
論
を
十
分
に
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
私
達
は
、
サ
ル

ト
ル
の
即
自
存
在
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
カ
ン
ト
の
物
自
体
に
近
い
こ
と
を
こ
こ
で
悟
る
（
前
注
３
参
照
）。
但
し
そ
れ
は
現
象
の
背
後

に
隠
れ
て
は
い
な
い
。
見
た
ま
ま
の
、
何
の
変
哲
も
な
い
モ
ノ
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ「
そ
れ
は
私
を
恐
れ
さ
せ
た
」の
か
。そ
れ
は
モ
ノ
が
常
に
私
達
の
理
解
を
超
え
て
い
る（
意
識
の
外
部
に
あ
る
）か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、私
達
は
今
使
っ
て
い
る
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
が
何
か
分
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。し
か
し
次
の
瞬
間
、そ
れ
は
折
れ
て
指
を

傷
つ
け
に
来
る
か
も
知
れ
な
い
。「
機
械
の
故
障
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
モ
ノ
の
得
体
の
知
れ
な
さ
が
「
私
」
を
恐
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

モ
ノ
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
（M

artin
H
eidegger

１８８９

―１９７６

）
の
「
道
具
的
存
在
（
独

Zeung

）」
と
い
う
考
え
方
と
鋭
く
対
立
し
て
い
る
（H

eidegger１９２７,pp.６６f.

）。

だ
が
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
な
ど
が
、
女
性
を
オ
ブ
ジ
ェ
（
モ
ノ
）、
つ
ま
り
は
即
自
存
在
と
言
っ
た
時
、
こ
の
よ
う
な
即
自
存
在
の
「
得

体
の
知
れ
な
さ
」
は
一
旦
脇
に
置
か
れ
、「
な
ん
の
変
哲
も
な
い
モ
ノ
」
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
９
）
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
金
子２００９

）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
概
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
言
っ
た
時
に
は
、
一

七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
の
市
民
革
命
期
に
お
け
る
婦
人
の
参
政
権
を
目
指
し
た
「
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（the

first-w
ave

fem
inism

）」

と
、
一
九
六
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
で
フ
リ
ー
ダ
ン
（Betty

Friedan
１９２１

―２００６
）
や
ミ
レ
ッ
ト
（K

ate
M

illet１９３４

―２０１７

）
を
中
心
に

意
識
革
命
と
し
て
起
こ
っ
た
「
第
二
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（the

second-w
ave

fem
inism

）」
と
に
、
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（２１）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



こ
う
い
っ
た
視
点
か
ら
見
る
と
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
周
縁
の
ひ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
（Julia

K
risteva

１９４１

―

）
や
イ
リ
ガ
ラ
イ
（Luce

Irigaray
１９３０

―

）
ら
に
よ
る
精
神
分
析
に
基
づ
い
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
は
フ
ラ
ン

ス
で
依
然
と
し
て
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
を
決
し
て
時
代
遅
れ
の
ひ
と
で
は
な
い
（K

aneko
２０１６

b,p.１４９,p.１５３etc.

）。

ち
な
み
に
本
稿
の
射
程
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
女
性
解
放
運
動
）
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
社
会
的
規
範
と
し
て
の
男
女
）
で
あ
り
、LGBT

（Lesbian,Gay,Bisexual,T
ransgender

）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

（
１０
）
【「
反
省
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

「
反
省
（
仏réflection
）」
に
つ
い
て
は
『
存
在
と
無
』
の
対
自
存
在
の
箇
所
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
ん
な
風
に
語
っ

て
い
る
。

意
識
の
特
徴
と
は
、
そ
れ
が
存
在
の
「
非
圧
縮＝

解
体
（décom

pression

）」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
意
識
を
自
己
自

身
と
の
一
致
と
し
て
捉
え
る
（définir
）
こ
と
は
で
き
な
い
。﹇
例
え
ば
意
識
内
容
と
し
て
の
「
私
」
の
信
念
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

そ
れ
﹈
に
つ
い
て
「
私
」
は
、
た
だ
そ
れ
が
信
念
で
あ
る
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
私
」
の
信
念
と
は
﹇
出
発
点
に

お
い
て
﹈「
対
象
的
に
措
定
さ
れ
な
い
限
り
で
の
信
念
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
（conscience

（de

）croyance

）」
に
過
ぎ
な
い
。﹇
だ

が
そ
れ
を
反
省
す
る
と
ど
う
な
る
か
。﹈
し
ば
し
ば
「
反
省
の
眼
差
し
（le

regard
réflexif

）」
は
、
そ
れ
が
向
け
ら
れ
て
い
る
意
識

そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
認
め
て
い
る
通
り
「
見
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
各
々
の
体
験
に
全

体
的
な
変
容
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。﹇
…
﹈だ
か
ら「
私
」は
自
分
の
信
念
を
反
省
す
る
や
否
や（du

seulfaitque
m
a
croyance

estsaigie
com

m
e
croyance

）、
そ
れ
は
乱
さ
れ
た
も
の
（croyance

troublée

）
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
﹇
…
﹈。（Sartre１９４３,

pp.１１２

―１１３

）

こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
は
対
自
存
在
の
代
わ
り
に
「
意
識
（
仏conscience
）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
が
言
お
う
と
し
て

い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
反
省
の
眼
差
し
（
仏le

regard
réflexif

）」
は
意
識
の
有
り
様
そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
識
の
内
容
と
し
て
、
こ
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こ
で
サ
ル
ト
ル
が
「
信
念
（
仏croyance

）」
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
つ
ま
り
「
自
分
は
…
…
と
い
う
者
だ
」
と
い
う
信

念
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
は
、
そ
の
信
念
は
根
源
的
に
自
己
確
証
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
言
う
。

一
方
に
お
い
て
、
そ
れ
は
「
私
」
が
自
己
欺
瞞
（
仏m

auvaise
foi

）
を
犯
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（H

utier１９９７,p.２３

）。『
出

口
な
し
』
で
ガ
ル
サ
ン
や
エ
ス
テ
ル
が
や
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
前
注
９
参
照
）。
他
方
に
お
い
て
そ
れ
は
、「
私
」
を
見
て
い
る
信
念

は
あ
く
ま
で
自
分
の
過
去
の
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
だ
（
次
注
１１
参
照
）。
し
か
し
「
見
て
い
る
」
こ
と
自
体
は
現
在
の
ま
ま
で
あ
り
、

ど
う
し
て
も
そ
の
信
念
に
空
虚
や
空
洞
を
見
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
次
注
１２
参
照
）。

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
サ
ル
ト
ル
が
「
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
認
め
て
い
る
通
り
」
と
言
っ
て
い
る
箇
所
に
は
注
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
調

べ
た
限
り
で
は
『
イ
デ
ー
ン
』
第
七
八
節
あ
た
り
が
候
補
に
な
る
だ
ろ
う
（H

usserl１９１３,III／１
１４７f.

）。

（
１１
）
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
過
去
（
仏passé

）、
要
は
「
私
」
の
過
去
（
仏m

on
passé

）
と
は
、
即
自
存
在
（
前
注
８
参
照
）
で
し
か

な
い
。
そ
れ
は
未
来
（
次
注
１２
参
照
）
に
向
け
て
「
脱
過
去＝

超
出
（
仏dépasser

）」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（Sartre

１９４３,p.
１５７

）。
サ
ル
ト
ル
は
言
う
。

「
私
」
が
そ
う
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
す
べ
て
（tout

ce
qu’on

peut
dire

que
je

suis

）、
例
え
ば
「
私
は
短
気
だ
（Je

suis
celéreux

）」「
私
は
役
人
だ
（Je

suis
fonctionnaire

）」「
私
は
満
足
し
て
い
な
い
（Je

suis
m

écontent

）」
…
…
こ
れ
ら
が
語
ら

れ
る
の
は
、
即
自
存
在
と
し
て
の
「
私
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
中
身
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
「
私
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は

常
に
「
私
」
の
過
去
で
し
か
な
い
の
だ
。（Sartre１９４７,p.１５６

）

（
１２
）
【「
未
来
」
と
「
現
在
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
未
来
（
仏avenir／futur

）、
要
は
「
私
」
の
未
来
（
仏m

on
avenir／futur

）
と
は
、
対
自
存
在
（
次
注
１４
参

照
）
の
こ
と
で
あ
る
。
否
、
厳
密
に
は
対
自
存
在
は
、
い
ま
自
分
を
反
省
（
前
注
１０
参
照
）
し
て
い
る「
私
」の
現
在（
仏m

on
présent

）

そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
未
来
は
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
私
」
に
空
い
た
穴
（
仏creux

）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（Sartre

１９４７,
p.

１６６

）。
肯
定
的
に
見
れ
ば
そ
れ
は
可
能
性
（
仏possibilité

）
で
あ
り
、
否
定
的
に
見
れ
ば
そ
れ
は
欠
如
（
仏m

anque

）
で
あ
る
。
つ
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ま
り
、
今
自
分
に
足
り
て
い
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

実
を
い
う
と
そ
れ
（
穴
、
可
能
性
、
欠
如
）
こ
そ
『
存
在
と
無
』
の
主
題
で
あ
る
「
無
（
仏néant

）」
に
他
な
ら
な
い
（
白
井１９６９,

p.７８６

）。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
無
と
は
「
私
」
に
と
っ
て
今
足
り
な
い
何
か
で
あ
っ
て
、
存
在
の
否
定
で
は
な
い
。
有
名
な
カ
フ
ェ
の
事

例
で
語
ら
れ
る
通
り
、
充
実
さ
れ
る
べ
き
存
在
の
欠
如
な
の
で
あ
る
（Sartre１９４３,pp.４３

―４５

）。
こ
の
点
を
見
逃
す
と
『
存
在
と
無
』

の
モ
チ
ー
フ
を
見
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

（
１３
）
つ
ま
り
脱
過
去
と
し
て
のdépasser

（
超
出
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（Sartre１９４３,p.１５７

）。

（
１４
）
【「
対
自
存
在
」
に
つ
い
て
の
解
説
】

即
自
（
仏en

soi／
独an

sich

）
に
つ
い
て
サ
ル
ト
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
随
分
遠
い
所
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
（
前
注
８
参
照
）、

対
自
（
仏pour

soi／

独für
sich

）
に
関
し
て
言
え
ば
か
な
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
い
所
に
戻
っ
て
来
て
い
る
。
要
す
る
に
そ
れ
は
自
己
意

識
（
独das

Selbstbew
usstsein

）
の
こ
と
で
あ
る
（H

egel１８０７,S.１３３f.

）。

サ
ル
ト
ル
研
究
者
の
間
で
は
単
純
に
人
間
の
心
、
意
識
（
仏conscience

）
の
言
い
換
え
と
し
て
「
対
自
存
在
」
が
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
（H

utier１９９７,p.３１

）。

ヘ
ー
ゲ
ル
が『
精
神
現
象
学
』で
自
己
意
識
が
精
神
に
至
る
ま
で
の
歴
史（
運
動
）を
描
写
し
て
い
た
の
に
呼
応
す
る
か
よ
う
に（H

egel
１８０７

）、
サ
ル
ト
ル
は
対
自
存
在
の
あ
り
方
を
独
自
の
悲
観
性
を
も
っ
て
描
き
出
し
て
い
た
（
前
注
４
参
照
）。
こ
れ
は
当
時
、
高
等
研
究

実
務
院
（l’École
pratique

de
H
autes

Études
）
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
を
し
て
い
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
コ
ジ
ェ
ー
ブ
（A

lexandre
K
oje`ve１９０２

―１９６８

）
の
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
上
妻
ほ
か１９８７,p.４７４

）。

対
自
存
在
と
は
、
そ
れ
が
自
己
に
向
け
て
眼
差
し（
志
向
性
）を
向
け
て
い
る
状
態
、
つ
ま
り
反
省
を
し
て
い
る
状
態
だ
と
言
え
る（
前

注
３
と
注
１０
参
照
）。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
自
己
を
即
物
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
欠
如
を
見
出
し
、
そ
の
欠
如
を
補
完

す
る
よ
う
に
未
来
に
お
い
て
自
己
を
構
成
し
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
前
注
１２
参
照
）。

こ
こ
か
ら
サ
ル
ト
ル
は
対
自
存
在
を
、
有
名
な
言
葉
と
し
て
「
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ら
ず
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
存
在
（l’e^tre

quin’estpas
ce

qu’ilestetquiestce
qu’iln’estpas

）」
と
表
現
し
た
（Sartre１９４３,p.５４;

松
浪１９６０,
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p.４５８

）。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
注
８
で
説
明
し
た
通
り
、
即
自
存
在
は
「
そ
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ら
ぬ

存
在（l’e^tre

quiestce
qu’ilestetquin’estpas

ce
qu’iln’estpas

）」と
言
わ
れ
る（Sartre１９４３,p.５４;

松
浪１９６０,p.４５５

）。

も
っ
と
も
、
こ
う
い
っ
た
言
い
回
し
は
既
に
コ
ジ
ェ
ー
ブ
に
も
見
出
さ
れ
る
（K

oje`ve１９４７,p.１５etc.;

上
妻１９８７,p.４８０

）。

（
１５
）
こ
こ
ま
で
の
注
の
訳
で
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
原
文
か
ら
の
翻
訳
は
、
補
足
も
含
め
（﹇

﹈
も
使
わ
な
い
場
合
が
多
い
）、
か
な
り
意

訳
す
る
の
を
許
し
て
ほ
し
い
。
例
え
ば
抜
粋
⑴
の
原
文
は
以
下
の
通
り
。

﹇C

﹈hez
la

fem
m
e
ily

a,au
depart,un

conflitentre
son

existence
autonom

e
etson

《e^tre-autre

》;on
luiapprend

que
pour

plaire
ilfaut

cherchera`
plaire,ilfaut

se
faire

objet;elle
doit

donc
renoncera`

son
autonom

ie.

（Beauvoir
１９４９b,p.３０

）

（
１６
）
注
４
参
照
。

（
１７
）
注
４
参
照
。

（
１８
）
前
注
７
と
８
参
照
。

（
１９
）
い
わ
ゆ
る
生
物
学
的
決
定
論
（
英biologicaldeterm

inism

）
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
女
性
性
（
女
性
の
特
性
、
女
ら
し

さ
）
を
科
学
者
た
ち
の
専
売
特
許
と
も
言
え
る
生
物
学
的
条
件
か
ら
解
放
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
拙
稿
（K
aneko

２０１６a

）
で
論
じ
た
通
り
、
フ
ロ
イ
ト
が
考
え
る
ほ
ど
女
性
性
、
男
性
性
と
い
う
も
の
を
生
物
学
的
条
件
か

ら
切
り
離
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。（
こ
こ
で
安
易
な
「
社
会
的
規
範
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
「
生
物
学
的
条
件
と
し
て

の
セ
ッ
ク
ス
」
の
二
分
法
に
逃
げ
る
べ
き
で
は
な
い
。）

例
え
ば
フ
ロ
イ
ト
が
彼
の
時
代
の
医
学
的
知
見
を
も
っ
て
論
じ
た
「
胎
児
に
お
け
る
生
殖
器
の
未
分
化＝

性
差
の
無
い
こ
と
（
独

Indifferenz
der

em
bryonen

Genitalien

）」
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
現
代
の
遺
伝
子
研
究
の
レ
ベ
ル
か
ら
見
れ
ば
説
得
力
が
な
い

（K
aneko２０１６b,p.１５３

）。

フ
ロ
イ
ト
は
胎
児
の
生
殖
器
が
外
的
観
察
に
お
い
て
男
か
女
か
区
別
不
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
根
源
に
お
い
て
、
生
前
生
後
付
近
に
お

（２５）
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い
て
人
間
に
「
性
差
は
な
い
」
と
考
え
た
（K

aneko２０１６b,pp.１５２

―１５３

）。

し
か
し
現
代
の
生
物
学
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、
性
別
は
「
Ｙ
染
色
体
に
お
け
る
性
別
決
定
可
能
領
域
（sex-determ

ining
region

on
the

Y
-chrom

osom
e

）」
略
称
Sry
に
よ
っ
て
初
め
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
（K

aneko
２０１６b,pp.１０５３f.

）。
問
題
は
、
こ
の
Sry
の
機
能

的
射
程
を
ど
こ
ま
で
と
考
え
る
か
、
と
い
う
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
Sry
の
機
能
に
よ
っ
て
分
化
す
る
生
殖
器
か
ら
分
泌
さ
れ
る
男
性
ホ
ル
モ

ン
、
女
性
ホ
ル
モ
ン
の
働
き
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
（K

aneko２０１６a,p.１０５９

）。

生
物
学
的
決
定
論
と
は
、
生
物
学
的
条
件
か
ら
男
女
の
特
性
を
「
科
学
的
に
説
明
す
る
立
場
で
あ
る
」
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
の
は
容
易

い
。
し
か
し
そ
の
「
生
物
学
的
条
件
」
自
体
、
進
化
論
か
ら
染
色
体
へ
、
更
に
遺
伝
子
、
そ
し
て
ホ
ル
モ
ン
へ
と
刻
々
と
移
り
変
わ
っ
て

い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
（K

aneko２０１６a

）。

ま
た
解
明
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
「
人
間
の
性
差
」
で
あ
っ
て
、
ペ
ン
ギ
ン
や
魚
の
オ
ス
メ
ス
の
生
態
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
る
の
は
方
法
論
的
誤
謬
な
の
で
あ
る
。

右
の
こ
と
す
べ
て
に
つ
い
て
、
拙
稿
（K

aneko２０１６a

）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

（
２０
）
フ
ロ
イ
ト
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
（K

aneko
２０１６b

）
参
照
。
手
短
に
概
観
す
る
と
、
そ
れ
は
左
の
よ
う
に
な
る

（K
aneko２０１６b,p.１５７

）。
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こ
れ
が
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
男
女
の
性
差
発
生
の
物
語
（
独Geschichte

）
で
あ
り
「
リ
ビ
ド
ー
の
発
達
（
独Libidoentw

icklung

）」

と
呼
ば
れ
る
（K

aneko２０１６b,p.１５４,pp.１５７f.
）。

右
と
左
と
で
区
切
っ
て
見
る
。
左
側
は
男
の
子
（
独K

nabe

）、
右
側
は
女
の
子
（
独M

ädchen

）
で
あ
る
。
細
部
は
拙
稿
（K

aneko
２０１６b

）
に
譲
り
、
概
略
だ
け
を
述
べ
た
い
。

男
の
子
（
独K

nabe

）
の
場
合
、
快
楽
追
求
に
歯
止
め
が
効
か
ず
、
リ
ビ
ド
ー
の
源
泉
（
揺
籃
期
回
帰
願
望
）
で
あ
る
母
親
の
奪
取

に
ま
で
考
え
が
及
ぶ
。
い
わ
ゆ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ク
ス
（
独

Ö
dipuskom

plex

）
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
考
え
に
は
父
親
が
立
ち

は
だ
か
る
。
い
や
、
立
ち
は
だ
か
る
「
だ
ろ
う
」
と
男
の
子
は
得
体
の
知
れ
ぬ
不
安
（
独A

ngst

）
を
抱
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

不
安
に
基
づ
く
妄
想
の
中
で
男
の
子
は
去
勢
さ
れ
る
（
な
ぜ
「
去
勢
」
か
と
言
う
と
ペ
ニ
ス
は
快
楽
追
求
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
）。
こ
れ
が
去
勢
コ
ン
プ
レ
ク
ス
（
独K

astrationskom
plex

）
で
あ
る
。

（２７）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ク
ス
か
ら
去
勢
コ
ン
プ
レ
ク
ス
に
進
む
こ
と
に
よ
り
、
男
の
子
に
は
屈
強
な
父
親
の
面
影
が
、
規
範
意
識
と
し

て
残
る
。
こ
れ
が
彼
の
心
の
中
に
、
強
力
な
超
自
我
（
独das

kraftvolle
Ü
ber-Ich

）
を
誕
生
さ
せ
る
。

女
の
子
（
独M

ädchen

）
の
場
合
、
ペ
ニ
ス
が
無
い
こ
と
か
ら
幼
少
期
に
早
く
も
快
楽
追
求
の
挫
折
が
訪
れ
る
。
そ
し
て
妄
想
の
中

で
、
こ
れ
は
母
親
に
よ
っ
て
去
勢
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
女
の
子
は
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
去
勢
コ
ン
プ
レ
ク
ス
（
独

K
astrationskom

plex

）
に
な
っ
て
し
ま
う
。

去
勢
コ
ン
プ
レ
ク
ス
は
、
去
勢
さ
れ
て
い
な
い
男
性
羨
望
へ
と
変
わ
り
、
や
が
て
女
の
子
は
父
親
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

が
、
女
の
子
の
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ク
ス
（
独

Ö
dipuskom

plex

）
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
か
ら
名
前
を
取
り
「
エ
レ
ク
ト
ラ
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
独Elektrakom

plex

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

男
の
子
と
逆
、
去
勢
コ
ン
プ
レ
ク
ス
か
ら
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ク
ス
へ
と
進
む
こ
と
に
よ
り
、
女
の
子
に
は
厳
し
い
父
親
の
面
影
が

残
ら
な
い
。
だ
か
ら
貧
弱
な
超
自
我
（
独das

schw
ache

Ü
ber-Ich

）
し
か
女
の
子
の
心
に
は
生
成
し
な
い
。

強
力
な
超
自
我
と
貧
弱
な
超
自
我
。
こ
の
対
照
性
が
、
男
性
の
自
主
独
立
性
と
女
性
の
意
志
の
弱
さ
に
反
映
さ
れ
る
。
以
上
が
フ
ロ
イ

ト
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
で
あ
る
。

（
２１
）
前
注
９
で
触
れ
た
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
や
イ
リ
ガ
ラ
イ
の
こ
と
で
あ
る
。

（
２２
）
『
第
二
の
性
』
第
一
巻
の
中
で
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
女
性
性
を
宿
命
づ
け
る
批
判
す
べ
き
理
論
と
し
て
、
三
つ
を
挙
げ
て
い
る

（Beauvoir１９４９a,pp.３３f.

）。

一
つ
目
は
生
物
学
的
決
定
論
で
あ
る
（Beauvoir１９４９a,pp.３５

―７７

）。
し
か
し
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
議
論
は
当
時
の
分
類
学
の
レ
ベ

ル
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
生
物
学
的
決
定
論
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（K

aneko２０１６a,p.１０４３

）。

二
つ
目
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
で
あ
る
（Beauvoir１９４９a,pp.７８
―９５

）。
こ
れ
が
今
私
達
が
扱
っ
て
い
る
理
論
で
あ
る
。
前
注
２０

で
扱
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
も
ら
え
ば
間
違
い
な
い
。

三
つ
め
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
（Beauvoir

１９４９a,pp.９６

―１０６

）。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
底
本
と
し
て
い
る
の
は
、
実
は
マ
ル
ク

ス
（K

arlM
arx

１８１８

―１８８３

）
の
著
作
で
は
な
く
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich

Engels１８２０

―１８９５

）
の
『
家
族
の
起
源
』
な
の
で
あ
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る
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
「
社
会
主
義
革
命
に
よ
り
労
働
者
の
み
な
ら
ず
女
性
の
解
放
も
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
結
論
に
彼
女
は
興
味

を
示
し
な
が
ら
も
、
唯
物
論
的
説
明
に
不
満
を
も
ら
し
て
い
る
（Beauvoir１９４９a,p.９９

）。

（
２３
）
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
「
リ
ビ
ド
ー
」
と
は
多
方
向
性
を
も
っ
た
快
楽
追
求
の
衝
動
（
独T

rieb

）
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
。
原
初
的
に

は
揺
籃
期
回
帰
願
望
（
口
唇
期
に
お
い
て
）
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
他
に
糞
便
を
我
慢
す
る
こ
と
（
サ
ド
肛
門
期
に
お
い
て
）、
自
慰
行

為
（
フ
ァ
ル
ス
期
）
な
ど
、
多
方
面
に
快
（
独Lust

）
を
貪
り
つ
く
す
方
向
へ
発
展
し
て
行
く
の
が
リ
ビ
ド
ー
で
あ
る
（K

aneko２０１６
b,pp.１５８

―１６１
）。

重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
は
性
的
（
独sexuell

）
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
な
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
性
交
渉
を
終
着
点
と
す
る
よ
う
な
性
欲
に
括
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
奇
怪
さ
が
人
間
を
人
間
た
ら

し
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
動
物
と
は
異
な
る
人
間
固
有
の
精
神
世
界
（
独Seelenleben

）
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
う
フ
ロ
イ
ト
は

考
え
た
の
で
あ
っ
た
（K

aneko２０１６b,pp.１５８f.

）。

（
２４
）
「
内
在
（
仏im

m
anence

）」
を
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
サ
ル
ト
ル
的
、
つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
内
在
と
は
「
意
識
内
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
義
語
は
「
超
越
（
仏transcendence

）」
で
「
意
識
外
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
（H

usserl１９１３,III／１
６８

）。
前
注
３
も
参
照
。

（
２５
）
拙
稿
（K

aneko２０１６b,p.１６０

）、
な
ら
び
に
前
注
２３
参
照
。

（
２６
）
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
参
照
（Beauvoir１９４９b,p.１５;H

eidegger１９２７,p.１３５;see
also

生
島１９５９,p.２６８

）。

（
２７
）
前
注
３
参
照
。

（
２８
）
サ
ル
ト
ル
で
は
唐
突
に
「
他
者
の
眼
差
し
」
が
導
入
さ
れ
た
か
ら
だ
（
前
注
３
参
照
）。
ち
な
み
に
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
も
「
他
者
の

眼
差
し
（
仏le

regard
d’autrui

）」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
（Beauvoir１９４９b,p.１５

）。

（
２９
）
フ
ロ
イ
ト
の
言
い
方
で
は
「das

M
ädchen

」（
前
注
２０
参
照
）。

（
３０
）
フ
ロ
イ
ト
の
言
い
方
で
は
「der

K
nabe

」（
前
注
２０
参
照
）。

（
３１
）
フ
ロ
イ
ト
は
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
六
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
と
、
一
九
一
六
年
か
ら
一
九
一
七
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
の
二

（２９）

「
女
性
」
と
し
て
の
人
間
―
―
―

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
に
即
し
て
考
え
る
―
―
―



回
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
で
一
般
聴
衆
向
け
に
精
神
分
析
の
講
義
を
し
た
。
こ
れ
は
土
曜
日
夜
七
時
か
ら
九
時
ま
で
の
講
義
で
参
加
者
は
十
一

人
か
ら
九
人
と
物
寂
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
下
坂１９７７,

p.４４９

）。
だ
が
そ
れ
こ
そ
、
名
著
『
精
神
分
析
入
門
』
に
結
実
す

る
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
は
『
続
入
門
』
と
呼
ば
れ
る
一
九
三
三
年
出
版
の
続
編
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
体
裁
だ
け
講
義
形
式
で
、
実
際
に
は
講
義
は

行
わ
れ
て
い
な
い
。
私
達
の
見
て
い
る
図
⑹
は
、
こ
の
『
続
編
』
所
収
の
も
の
で
、
い
わ
ば
そ
れ
は
「
幻
の
板
書
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も

の
な
の
で
あ
る
（Freud１９１６

―１７／１９３３,V
orw

ort,p.４４９

）。

（
３２
）
確
か
に
「
他
者
の
眼
差
し
」
の
考
案
者
で
あ
る
サ
ル
ト
ル
は
（
前
注
３
参
照
）、
フ
ロ
イ
ト
を
拒
絶
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
無

意
識
を
想
定
す
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
超
自
我
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
（Sartre１９４３,pp.８５f.

）。

ヴ
ェ
ー
ベ
ー
ヴ
ェ
ー

（
３３
）W

-Bw

は
図
⑹
の
一
番
上
に
見
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
知
覚
と
意
識
の
シ
ス
テ
ム
（
独System

W
ahrnehm

ung-
Bew

usstsein

）」
の
省
略
で
、
目
下
の
議
論
で
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
「
被
投
企
性
」
の
名
の
下
に
論
じ
た
（
５§
）、
現
実
世
界
あ
る
い

は
世
間
一
般
を
意
味
し
て
い
る
（K

aneko２０１６b,pp.１５５

―１５６

）。

（
３４
）
注
２０
参
照
。

（
３５
）
拙
著
で
「
人
間
性
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
（
金
子２０１７,p.iii,pp.１０３f.

）。

（
３６
）
功
利
主
義
者
と
し
て
有
名
な
ミ
ル
（John

StuartM
ill１８０６

―１８７３

）
は
、
熱
心
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
著
書
『
女

性
の
隷
属
』
は
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
前
注
９
参
照
）
の
古
典
的
名
著
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（M

ill１８６９;

金
子２００９

）。
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