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１　

本
書
の
主
題

本
書
は
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（Paul R

icœ
ur

）
の
思
索
を
統
合
的
に
理
解
す
る
試
み
で
あ
る
。

リ
ク
ー
ル
は
一
九
一
三
年
に
生
ま
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
彼
は
そ
の
長
い
生
涯
を
通
じ
て
倦
む
こ
と
な
く
著

作
を
発
表
し
続
け
、
そ
の
量
は
膨
大
で
あ
る
。
論
じ
た
主
題
も
、
自
由
、
身
体
、
悪
、
無
意
識
、
聖
書
、
神
話
、
隠
喩
、
時
間
、
物

語
、
歴
史
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
法
、
正
義
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
し
て
一
つ
の
主
題
を

論
じ
る
さ
い
、
リ
ク
ー
ル
は
時
代
を
問
わ
ず
「
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
の
研
究
を
縦
横
無
尽
に
参
照
し
、
博
引
旁
証
の
限
り
を
尽
く

し
て
考
察
し
た
」﹇
越
門 （2016

） iv

﹈。
西
欧
の
哲
学
史
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
つ
つ
、
前
世
紀
に
勃
興
し
た
反
省
哲
学
、
現
象
学
、

解
釈
学
の
方
法
を
基
軸
に
し
て
、
同
時
代
の
精
神
分
析
、
構
造
主
義
、
分
析
哲
学
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
、
脳
神
経
科
学
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
と
の
積
極
的
な
対
話
を
進
め
る
な
か
で
、
そ
の
著
作
群
は
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
的
思
索
の
広
大
無
辺
ぶ

り
は
、
彼
の
名
前
を
知
る
多
く
の
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（
リ
ク
ー
ル
研
究
と
呼
び
う
る
著
作
の
な
か
で
、
そ
の
事
実
に
言
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及
し
て
い
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
と
す
ら
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
）。
た
だ
し
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
リ
ク
ー
ル
の
哲
学

は
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
い
っ
た
い
リ
ク
ー
ル
と
は
何
を
主
張
し
た
人
な
の
か
？
　
我
々
は
な
ぜ
リ
ク
ー

ル
の
著
作
を
読
む
べ
き
な
の
か
？
　
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
問
い
は
乱
暴
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
あ
え
て
そ
の
よ
う
に
尋
ね

る
と
き
、
我
々
は
リ
ク
ー
ル
ほ
ど
そ
の
答
え
に
窮
す
る
思
想
家
は
な
か
な
か
他
に
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
思
い
至
る
。
こ
の

と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
は
、
リ
ク
ー
ル
哲
学
の
意
義
や
魅
力
の
伝
わ
り
に
く
さ
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
伝
わ
り

に
く
さ
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
リ
ク
ー
ル
の
著
作
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
原
因
と
な
る
。
本
書
は
乱
暴
な
問
い
を
進
ん
で
引
き

受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ク
ー
ル
哲
学
の
個
性
と
現
代
的
意
義
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
開
き
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

リ
ク
ー
ル
哲
学
を
、
無
数
の
建
築
が
立
ち
並
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
街
区
か
ら
な
る
大
都
市
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
の

設
計
図
は
存
在
せ
ず
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
拡
張
を
重
ね
て
き
た
都
市
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
研
究
と
は
、
こ
の
都
市
の
地
図
を
描

き
、
そ
の
歩
き
方
を
紹
介
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
広
大
無
辺
な
都
市
の
全
容
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
、
縮
尺

の
小
さ
な
地
図
で
全
体
を
俯
瞰
す
る
と
い
う
の
は
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
リ
ク
ー
ル
の
著
作
を
時
系
列
で
枚
挙
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
主
題
を
並
列
的
に
紹
介
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
紹
介
に
よ
り
、
読
者
は
自
分
が
ど
の
著
作
か
ら
読
み
は
じ
め
る
べ
き
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
著
作
の
な
か
で
リ
ク
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
論
証
を
展
開
し
て
い
る
の
か
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
、
著
作
の
単
位
を
超
え
た
論
証
の
つ
な
が
り
も
見
え
て
こ
な
い
。
哲
学
と
は
あ
ら
ゆ
る
理
解
に
検
討
の

余
地
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
妥
当
な
説
明
を
求
め
て
自
問
自
答
を
繰
り
返
し
て
い
く
営
み
で
あ
り
、
哲
学
の
研
究
は
そ
れ
自
身
が
哲

学
的
な
営
み
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
リ
ク
ー
ル
哲
学
の
研
究
は
リ
ク
ー
ル
と
問
い
を
共
有
し
、
そ
の
論
証
の
妥
当
性
を
批
判
的
に

検
討
し
て
い
く
こ
と
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
縮
尺
が
小
さ
い
地
図
は
実
際
に
歩
き
回
る
こ
と
に
は
適
さ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て

リ
ク
ー
ル
哲
学

0

0

を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
地
図
の
縮
尺
を
上
げ
、
入
り
組
ん
だ
街
路
の
つ
な
が
り
を
把
握
で
き
る

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
一
冊
の
著
作
に
詳
細
な
注
解
や
解
説
を
与
え
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
作
業
を
ひ
た
す
ら
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
リ
ク
ー
ル
哲
学
の
全
容
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
き
わ
め
て
詳
細
な
地
図
を
何
枚
も
渡
さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
都
市
を
訪
れ
る
人
間
に
と
っ
て
の
助
け
に
な
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る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
街
区
同
士
の
つ
な
が
り
や
都
市
の
め
ぐ
り
方
は
自
分
自
身
で
発
見
し
ろ
、
リ
ク
ー
ル
と
は
何
を
主
張
し
た
人

で
、
な
ぜ
リ
ク
ー
ル
を
読
む
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
自
分
で
発
見
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い
。
縮
尺
が

大
き
す
ぎ
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル

0

0

0

0

哲
学
の
理
解
は
か
な
わ
な
い
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
れ
ば
よ
い
の
か
。

お
そ
ら
く
地
図
は
二
種
類
必
要
だ
ろ
う
。
縮
尺
の
小
さ
な
地
図
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
も
ろ
も
ろ
の
街
区
を
結
び
つ
け
る
幹
線
ル

ー
ト
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
少
な
く
と
も
そ
れ
だ
け
の
縮
尺
の
大
き
さ
は
必
要
で
あ
る
）。
も
と
も
と
こ
の
ル

ー
ト
は
、
地
図
作
成
者
兼
ガ
イ
ド
が
都
市
を
歩
き
回
る
な
か
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
も
の
で
、
実
は
他
に
も
ル
ー
ト
は
存
在
し
て

い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
ガ
イ
ド
に
と
っ
て
都
市
の
魅
力
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
お
気
に
入
り
の
ル
ー
ト
で
あ
り
、
彼
は
そ

れ
を
他
の
人
々
に
紹
介
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
幹
線
ル
ー
ト
と
の
接
続
が
失
わ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
縮
尺

の
大
き
な
地
図
で
各
地
区
の
入
り
組
ん
だ
街
路
を
紹
介
し
、
訪
問
者
と
と
も
に
街
路
を
歩
く
（
と
き
に
地
図
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）。
こ
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
で
ガ
イ
ド
と
共
に
歩
く
と
き
、
は
じ
め
て
旅
人
は
都
市
を
理
解
で
き
た
と
い

う
感
覚
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

比
喩
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
結
局
、
本
書
が
試
み
る
の
は
、
リ
ク
ー
ル
の
著
作
群
を
貫
く
主
題
を
設
定
し
、
そ
の
主
題

と
の
関
連
の
な
か
で
諸
々
の
著
作
を
読
み
解
く
こ
と
で
あ
る
。
一
連
の
著
作
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
一
つ
の
体
系
と
し
て
リ
ク
ー
ル

哲
学
を
把
握
す
る
視
点
を
提
示
し
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
諸
々
の
著
作
の
論
述
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
言
っ
て
も
よ
い
。
本
書

に
と
っ
て
そ
の
主
題
と
は
〈
人
間
の
善
き
生
と
想
像
力
〉
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
よ
う
な
主
題
の
も
と
、
リ
ク
ー
ル
の

哲
学
的
思
索
の
統
合
的
理
解
を
試
み
る
。
こ
の
主
題
を
問
題
と
し
て
表
現
す
る
な
ら
〈
人
間
が
善
く
生
き
る
う
え
で
想
像
力
は
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
る
の
か
、
人
間
に
と
っ
て
の
善
き
生
と
は
ど
の
よ
う
な
生
で
あ
る
の
か
、
想
像
力
は
ど
の
よ
う
な
能
力
で
、
何
を
な
し
う
る
の

か
、
と
い
う
問
い
に
も
答
え
を
与
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
は
一
連
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
求
め
て
諸
々
の
著
作
を

参
照
し
、
リ
ク
ー
ル
の
思
索
を
構
造
化
さ
れ
た
論
証
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
主
題
の
設
定
が
既
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
に
は
〈
人
間
が
善
く
生
き
る
う
え
で
想
像
力
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は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
〉
と
い
う
問
題
を
論
じ
た
単
一
の
著
作
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
善
き
生
」

や
「
想
像
力
」
と
い
う
概
念
は
倫
理
学
や
美
学
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
リ
ク
ー
ル
が
関
心
を
抱
い
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
し
、
リ
ク
ー
ル
の
著
作
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
厚
み
の
あ
る
論
述
を
期
待
し
て
も
不
当
で

は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
人
間
の
善
き
生
と
想
像
力
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
た
ん
に
私
の
着
想
で

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
リ
ク
ー
ル
自
身
の
着
想
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
リ
ク
ー
ル
自
身

が
〈
人
間
の
善
き
生
と
想
像
力
〉
と
い
う
主
題
で
一
冊
の
本
を
書
い
て
い
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
。
リ
ク
ー
ル
の
思
索
の
歩
み
を

概
観
し
、
本
書
の
主
題
が
、
諸
々
の
著
作
を
包
括
し
う
る
リ
ク
ー
ル
哲
学
に
内
在
的
な
主
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

２　

リ
ク
ー
ル
の
思
索
の
歩
み
―
―
自
己
の
解
釈
学

リ
ク
ー
ル
は
一
九
五
〇
年
に
、
博
士
論
文
を
基
に
し
た
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
』

を
出
版
し
て
い
る
。「
意
志
す
る
」
こ
と
の
本
質
を
現
象
学
的
に
記
述
し
よ
う
と
し
た
こ
の
著
作
は
、『
意
志
の
哲
学
』
の
第
一
巻
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
続
く
第
二
巻
は
『
有
限
性
と
罪
責
性
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
一
九
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
（
な
お
第
二
巻
は

『
過
ち
を
お
か
す
も
の
と
し
て
の
人
間
』
と
『
悪
の
象
徴
系
』
と
い
う
二
分
冊
で
同
時
に
売
り
出
さ
れ
、
引
用
の
際
は
分
冊
単
位
で

参
照
先
を
記
す
の
が
リ
ク
ー
ル
研
究
に
お
け
る
慣
例
と
な
っ
て
い
る
）。
リ
ク
ー
ル
の
構
想
で
は
、
さ
ら
に
第
三
巻
と
し
て
『
意
志

の
詩
学
』
が
続
く
予
定
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
こ
の
巻
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、『
意
志
の
哲
学
』
は
け
っ
き
ょ
く
未
完
の
ま

ま
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

二
つ
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
を
瞥
見
す
る
だ
け
で
も
、『
意
志
の
哲
学
』
の
な
か
で
、
リ
ク
ー
ル
が
人
間
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し

て
と
ら
え
て
い
た
の
か
大
体
の
見
当
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
「
非
意
志
的
な
も
の
」、「
有
限
性
」、「
罪
責
性
」、「
過
ち
」、「
悪
」
と
い

う
言
葉
か
ら
は
、
リ
ク
ー
ル
が
人
間
を
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
に
取
り
囲
ま
れ
た
不
自
由
な
存
在
と
し
て
、
ま
た
善
き
生
を
目
指
し
つ
つ


