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︑
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︑
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の
﹁
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﹂
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︒
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︑
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︑
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﹁
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﹂
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︒
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︑
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る
︱
︱
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︱
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は
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洋
︱
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と
い
う
言
説
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二
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し
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把
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る
も

の
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が
︑
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
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の
は
︑
こ
の
概
念
は
︑
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︑
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︒
な
ぜ

︽
翻
訳
︾︑
そ
れ
も
個
々
の
翻
訳
行
為
で
は
な
く
翻
訳
の
﹁
表
象

0

0

﹂
が
問
題
に

な
る
の
か
と
い
う
と
︑﹁
話
し
手
と
聞
き
手
の
間
に
も
と
も
と
あ
っ
た
非
連
続

性
を
連
続
化
し
認
知
可
能
な
も
の
と
す
る
実
践
﹂（﹃
日
本
思
想
と
い
う
問
題
﹄）

で
あ
る
︽
翻
訳
︾
は
︑
あ
ら
ゆ
る
社
会
編
制
に
内
在
す
る
非
共
約
的
な
差
異

0

0

を

﹁
表
象
﹂
の
レ
ベ
ル
で
種
差

0

0

へ
と
回
収
︱
︱
﹁
根
本
的
社
会
性
﹂
を
排
除（

2
）

︱
︱ 

し
︑
社
会
を
均
質
化
す
る
実
践
の
範
例（

3
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
に
由
来
す
る
﹁
図
式
（schem

a

）﹂
が
召
喚

さ
れ
る
の
は
︑
決
し
て
単
な
る
衒
学
趣
味
に
よ
る
虚
飾
で
は
な
く
︑
こ
の

﹁
表
象
﹂（﹁
翻
訳
の
実
践
系
︹regim

e

︺﹂）
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
原
理
的

に
思
考
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
﹁（
基
礎

づ
け
の
）
理
論
﹂
へ
の
こ
だ
わ
り
は
︑
キ
ム
論
文
・
ソ
ロ
モ
ン
論
文
に
最
も

顕
著
に
表
れ
て
い
る
が
︑
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︾
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︑
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︑
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︱
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史
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　﹁酒
井
直
樹
﹂
と
︿N

aoki Sakai

﹀
︱
︱
そ
の
字
面
か
ら
受
け
る
印
象
に
は
︑

ず
い
ぶ
ん
と
違
い
が
あ
る
︒
本
書
は
︑
そ
の
︿N
aoki Sakai

﹀
の
方
の
仕
事

を
め
ぐ
る
（around

）
論
文
集
で
あ
る
︒
さ
す
が
に
弟
子
筋
の
中
堅
二
人
に
よ

る
編
集
だ
け
あ
っ
て
︑
巻
頭
の
序
文
は
簡
に
し
て
要
を
得
た
申
し
分
の
な
い

も
の
で
︑
さ
ら
に
巻
末
の
編
者
二
人
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
︑
師
弟
な
ら

で
は
の
信
頼
と
無
遠
慮
を
感
じ
さ
せ
る
︑
な
か
な
か
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も

の
に
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
所
収
の
各
論
文
に
つ
い
て
は
︑
序
文
に
丁
寧
な

要
約
（
八
～
一
六
頁
）
が
あ
る
た
め
そ
ち
ら
に
譲
る
と
し
て
︑
紙
幅
の
関
係
か

ら
も
本
書
評
で
は
序
文
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
み
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
く
︒

　同
様
の
企
画
が
日
本
で
︱
︱
つ
ま
り
﹁
酒
井
直
樹
の
仕
事
﹂
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
と
く
に
﹁
日
本
研
究
﹂
の
界
隈
で
立
て
ら
れ
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
だ

ろ
う
︑
と
ふ
と
考
え
て
み
る
︒
お
そ
ら
く
一
九
八
七
年
の
﹁
ボ
ス
ト
ン
会
議（

1
）

﹂

あ
た
り
か
ら
語
り
起
こ
し
︑
黒
船
よ
ろ
し
く
太
平
洋
の
向
こ
う
か
ら
忽
然
と

現
れ
た
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア
ン
率
い
る
﹁
シ
カ
ゴ
・
マ
フ
ィ
ア
﹂
の

若
頭
が
︑
そ
の
後
い
か
に
し
て
日
本
に
お
け
る
﹁
日
本
研
究
﹂
の
鎖
国
状
態

に
風
穴
を
開
け
た
か
︑
と
い
う
よ
う
な
書
き
出
し
に
な
る
だ
ろ
う
（﹁
風
穴
﹂

は
︑
し
か
し
︑﹁
ガ
ス
抜
き
﹂
か
も
し
れ
ず
︑
本
来
は
館
を
ま
る
ご
と
吹
き
飛
ば
す

は
ず
だ
っ
た
爆
風
を
う
ま
く
や
り
す
ご
し
た
︑
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
）︒
と

は
い
え
︑
こ
の
界
隈
で
の
そ
の
後
は
﹁
出
会
い
損
ね
﹂
の
感
が
否
め
ず
︑
む

し
ろ
別
の
界
隈
で
︑
す
な
わ
ち
﹁
カ
ル
ス
タ
﹂﹁
ポ
ス
コ
ロ
﹂（
最
近
は
﹁
グ

ロ
ー
バ
ル
﹂
云
々
）
の
唱
道
者
た
ち
に
よ
っ
て
︑﹁
酒
井
直
樹
﹂
は
ひ
と
つ
の

書

評
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ガ
ン
ベ
ン
（
ソ
ロ
モ
ン
論
文
）
ま
で
古
今
東
西
無
造
作
に
散
ら
ば
っ
て
見
え
る

が
︑
み
な
︑N

aoki Sakai

が
そ
も
そ
も
の
始
め
よ
り
抱
い
て
い
た
﹁
哲
学
的

直
観
﹂
︱
︱
﹁
文
化
的
︑
自
民
族
中
心
主
義
的
な
閉
域
と
し
て
の
内
部
性
は
︑

私
の
研
究
方
法
に
対
す
る
不
断
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
﹂（﹃
過
去
の
声
﹄）

︱
︱
を
共
有
し
つ
つ
︑
そ
の
直
観
を
そ
れ
ぞ
れ
が
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
な
も

の
と
し
て
い
る
の
だ
︒
逆
に
︑﹁
日
本
研
究
﹂
が
﹁
日
本
﹂
と
い
う
閉
域
の
内

部
性
に
ひ
き
こ
も
り
︑﹁
均
質
言
語
的
な
聞
き
手
へ
の
語
り
か
け
の
構
え

（hom
olingual address

）﹂
に
終
始
す
る
な
ら
ば
︑
た
と
え
﹁
外
国
人
研
究
者
﹂

を
何
人
集
め
よ
う
と
︑
こ
の
︿neighborhood

﹀
の
住
民
た
ち
と
︽
出
会
う
︾

こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
︒
必
要
な
の
は
︑
か
く
も
小
さ
き
共
同

体
の
心
地
よ
さ
を
﹁
不
断
の
脅
威
﹂
と
感
じ
︑︽
根
本
的
社
会
性
︾
に
徹
底
的

に
身
を
さ
ら
す
こ
と
︱
︱
﹁
つ
ね
に
異
（
邦
）
人
と
し
て
︑
異
（
邦
）
人
に
対

し
て
語
り
か
け
る
﹂
と
い
う
博
打
の
う
ち
に
︽
倫
理
性
︾
を
見
出
す
こ
と

︱
︱
で
あ
ろ
う
︒

　﹁酒
井
直
樹
﹂
を
制
度
と
し
て
頂
戴
す
る
の
で
も
敬
遠
す
る
の
で
も
な
く
︑

稀
代
の
賭
博
師N

aoki Sakai

の
向
こ
う
を
張
っ
て
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
に
博

打
を
う
つ
こ
と
へ
と
読
者
を
誘
う
︙
︙
こ
れ
は
︑
遠
く
て
近
い
︽
隣
人
︾
た

ち
に
よ
る
誘
惑
の
書
で
あ
る
︒

注（
1
）  

﹃
現
代
思
想
﹄（
青
土
社
）
一
九
八
七
年
十
二
月
号
﹁
総
特
集
＝
日
本
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
﹂
に
収
録
︒

（
2
）  

酒
井
直
樹
は
︑
そ
の
処
女
作
に
お
い
て
す
で
に
︑
伊
藤
仁
斎
の
﹁
愛
﹂
の
理
念
に

託
し
て
︽
社
会
性
︾
の
論
理
＝
倫
理
を
提
示
し
て
い
る
︱
︱
﹁
倫
理
的
行
為
の
倫
理

性
は
︑
根
本
的
社
会
性
（the fundam

ental sociality

）
︱
︱
た
が
い
に
異
質
な
個
人
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
そ
の
社
会
性
を
通
じ
て
︑
歴
史
の
な
か
で
交
渉
し
合
い
な
が

ら
生
き
て
い
る
︱
︱
と
同
義
語
で
あ
る
︒
偶
然
＝
博
打
的
（aleatory

）
な
行
為
に
よ
っ

て
︑
わ
た
し
は
自
身
を
他
者
へ
と
開
く
︱
︱
言
説
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
イ
メ
ー
ジ

が
決
定
さ
れ
て
い
る
主
体
と
し
て
の
他
者
で
は
な
く
︑
相
互
関
係
が
生
じ
る
こ
と
を

は
な
か
ら
想
定
し
て
か
か
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
よ
う
な
独
異
的
な
︽
他
︾
者

（O
ther singular individuals

）
へ
と
﹂（Voices of the Past, p. 109

︑
拙
訳
）︒

（
3
）  

﹁
翻
訳
は
︑
書
か
れ
た
言
葉
に
限
定
さ
れ
た
作
業
で
は
な
く
︑
社
会
行
為
一
般
を
あ

ら
た
な
視
座
か
ら
み
せ
て
く
れ
る
概
念
で
あ
り
︑
社
会
性
の
考
察
へ
の
か
け
が
え
の

な
い
入
り
口
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
﹂（﹁
翻
訳
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
﹂﹃
岩
波
講
座
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学
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（
4
）  

こ
の
︿contem

poraneity

﹀
と
い
う
タ
ー
ム
は
︑
少
し
あ
と
に
︿coeval sim

ultaneity

﹀

と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ァ
ビ
ア
ン
と
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ヘ
イ
バ
ー
の
理
論
の
反
響
を
聴
き
と
る
こ
と
は
︑
正
当
だ
ろ
う
︒

（
5
）  

こ
の
﹁
シ
フ
ト
﹂
を
︑
編
者
た
ち
は
︑
デ
リ
ダ
か
ら
フ
ー
コ
ー
へ
の
比
重
の
移
動

と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
評
者
は
む
し
ろ
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
思
考
の
影
響
＝
情

動
（affect

）
の
一
貫
性
を
見
出
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ

た
い
と
思
う
︒

210

（regional

）﹂
と
い
う
タ
ー
ム
の
意
味
に
つ
い
て
は
限
定
が
必
要
で
す
︒

﹁
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
﹂
は
﹇﹁
地
域
研
究
﹂
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹈﹁
地
域
（area

）﹂

と
は
明
確
に
異
な
る
も
の
で
︑
歴
史
性
が
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と

を
要
請
す
る
︑す
な
わ
ち
︑歴
史
性
を
有
す
る
発
話
（﹇
フ
ー
コ
ー
の
言
う
﹈

énoncé

）
は
必
ず
他
の
発
話
や
事
物
と
の
関
係
性
の
う
ち
に
あ
ら
ね
ば
な

ら
な
い
︑
と
い
う
の
が
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
す
︒（
中

略
）
わ
た
し
は
︑
分
散
可
能
な
あ
る
特
定
の
言
説
︱
︱
と
り
あ
え
ず
﹁
同

時
代
性
（contem

poraneity
）

（
4
）

﹂
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
︱
︱
を
見
つ
け

出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
︒
そ
れ
が
見
つ
か
る
の
は
︑
西
欧
か

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
か
東
ア
ジ
ア
か
︑
は
た
ま
た
複
数
の
場
所
の
組
み
合

わ
せ
の
う
ち
に
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒﹁
同
時
代
性
﹂
と
は
︑
分
散
し

た
発
話
同
士
の
接
続
を
可
能
に
す
る
様
式
の
こ
と
で
︑
全
地
球
的
に
当

然
視
さ
れ
て
き
て
い
る
歴
史
的
条
件
を
疑
問
に
付
す
よ
う
な
一
連
の
問

い
の
組
み
合
わ
せ
が
同
じ
格
好
と
な
る
に
際
し
て
︑
そ
れ
ら
の
問
い
に

﹇
相
異
な
る
地
点
で
﹈
応
答
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
︒

た
だ
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
特
定
の
場
所
と
歴
史
を
有
す
る
も
の
な
の
で

す
︒
そ
こ
で
わ
た
し
は
︑
哲
学
的
な
立
論
を
︑
こ
の
種
のneighborhood

に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
し
た
い

（m
ake it regional

）
の
で
す
︒（
二
三
八
頁
）

こ
の
︿neighborhood

﹀
と
い
う
単
語
に
は
独
特
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
︑
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
続
く
発
言
の
な
か
で
︑
植

民
地
台
湾
の
知
識
人
た
ち
と
﹃
ノ
ー
・
ノ
ー
・
ボ
ー
イ
﹄
に
描
か
れ
た
ア
メ

リ
カ
合
州
国
の
ア
ジ
ア
系
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
と
い
う
地
理
的
に
ま
っ
た
く

か
け
離
れ
て
い
る
人
々
を
指
し
て
︑
彼
／
彼
女
ら
は
﹁
同
時
代
人
﹂
で
あ
り

﹁
同
じneighborhood

に
属
し
て
い
る
﹂
と
明
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
こ
で
言
う
︽
隣
人
︾
性
と
は
︑
地
域
研
究
の
﹁
地
域
﹂
が
想
定

す
る
地
理
的
・
空
間
的
な
そ
れ
で
は
な
く
︑
相
同
的
な
言
説
へ
の
参
与
＝
分

有
（participation

）
の
度
合
い
を
指
し
て
い
る
の
だ
︒N

aoki Sakai

が
米
国
に

お
け
る
地
域
研
究
批
判
に
精
力
を
傾
け
て
い
た
初
期
の
活
動
で
は
︑﹁
地
域
﹂

内
部
の
均
質
的
な
表
象
を
可
能
に
す
る
図
式

0

0

を
剔
抉
し
こ
れ
を
脱
構
築
す
る

こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
が
︑
だ
ん
だ
ん
と
︑
歴
史
性
を
有
す
る
特
定

言
説
の
﹁
同
時
代
的
﹂
分
散
を
主
題
化
し
︑
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
意
味
で
の

︿neighborhood

﹀
を
見
出
す
と
い
う
﹁
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
﹂
な
ア
プ
ロ
ー
チ
へ

と
﹁
シ
フ
ト
﹂
し
て
き
て
い
る
と
︑
と
り
あ
え
ず
は
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う（

5
）

︒

　そ
の
意
味
で
︑
こ
の
論
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
各
論
文
は
︑
同
じ

︿neighborhood

﹀
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
扱
わ
れ
る
主
題
は
︑

﹁
の
ら
く
ろ
﹂
の
生
︱
政
治
（
ラ
マ
ー
ル
論
文
）
か
ら
︽
共
コ
モ
ン

︾
の
存
在
論
（
ヘ

イ
バ
ー
論
文
︑
メ
サ
ド
ラ
論
文
）
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
︑
ま
た
︑N

aoki Sakai

の
対
話
相
手
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
の
も
︑
夏
目
漱
石
（
ボ
ー
ダ
ッ
シ
ュ
論
文
）・

多
和
田
葉
子
（
ド
・
バ
リ
ー
論
文
）
か
ら
サ
イ
ー
ド
（
ネ
イ
ラ
ー
ト
論
文
）・
ア
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ガ
ン
ベ
ン
（
ソ
ロ
モ
ン
論
文
）
ま
で
古
今
東
西
無
造
作
に
散
ら
ば
っ
て
見
え
る

が
︑
み
な
︑N

aoki Sakai

が
そ
も
そ
も
の
始
め
よ
り
抱
い
て
い
た
﹁
哲
学
的

直
観
﹂
︱
︱
﹁
文
化
的
︑
自
民
族
中
心
主
義
的
な
閉
域
と
し
て
の
内
部
性
は
︑

私
の
研
究
方
法
に
対
す
る
不
断
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
﹂（﹃
過
去
の
声
﹄）

︱
︱
を
共
有
し
つ
つ
︑
そ
の
直
観
を
そ
れ
ぞ
れ
が
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
な
も

の
と
し
て
い
る
の
だ
︒
逆
に
︑﹁
日
本
研
究
﹂
が
﹁
日
本
﹂
と
い
う
閉
域
の
内

部
性
に
ひ
き
こ
も
り
︑﹁
均
質
言
語
的
な
聞
き
手
へ
の
語
り
か
け
の
構
え

（hom
olingual address

）﹂
に
終
始
す
る
な
ら
ば
︑
た
と
え
﹁
外
国
人
研
究
者
﹂

を
何
人
集
め
よ
う
と
︑
こ
の
︿neighborhood
﹀
の
住
民
た
ち
と
︽
出
会
う
︾

こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
︒
必
要
な
の
は
︑
か
く
も
小
さ
き
共
同

体
の
心
地
よ
さ
を
﹁
不
断
の
脅
威
﹂
と
感
じ
︑︽
根
本
的
社
会
性
︾
に
徹
底
的

に
身
を
さ
ら
す
こ
と
︱
︱
﹁
つ
ね
に
異
（
邦
）
人
と
し
て
︑
異
（
邦
）
人
に
対

し
て
語
り
か
け
る
﹂
と
い
う
博
打
の
う
ち
に
︽
倫
理
性
︾
を
見
出
す
こ
と

︱
︱
で
あ
ろ
う
︒

　﹁酒
井
直
樹
﹂
を
制
度
と
し
て
頂
戴
す
る
の
で
も
敬
遠
す
る
の
で
も
な
く
︑

稀
代
の
賭
博
師N

aoki Sakai

の
向
こ
う
を
張
っ
て
︽
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
︾
に
博

打
を
う
つ
こ
と
へ
と
読
者
を
誘
う
︙
︙
こ
れ
は
︑
遠
く
て
近
い
︽
隣
人
︾
た

ち
に
よ
る
誘
惑
の
書
で
あ
る
︒

注（
1
）  

﹃
現
代
思
想
﹄（
青
土
社
）
一
九
八
七
年
十
二
月
号
﹁
総
特
集
＝
日
本
の
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
﹂
に
収
録
︒

（
2
）  

酒
井
直
樹
は
︑
そ
の
処
女
作
に
お
い
て
す
で
に
︑
伊
藤
仁
斎
の
﹁
愛
﹂
の
理
念
に

託
し
て
︽
社
会
性
︾
の
論
理
＝
倫
理
を
提
示
し
て
い
る
︱
︱
﹁
倫
理
的
行
為
の
倫
理

性
は
︑
根
本
的
社
会
性
（the fundam

ental sociality

）
︱
︱
た
が
い
に
異
質
な
個
人
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
︑
そ
の
社
会
性
を
通
じ
て
︑
歴
史
の
な
か
で
交
渉
し
合
い
な
が

ら
生
き
て
い
る
︱
︱
と
同
義
語
で
あ
る
︒
偶
然
＝
博
打
的
（aleatory

）
な
行
為
に
よ
っ

て
︑
わ
た
し
は
自
身
を
他
者
へ
と
開
く
︱
︱
言
説
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
イ
メ
ー
ジ

が
決
定
さ
れ
て
い
る
主
体
と
し
て
の
他
者
で
は
な
く
︑
相
互
関
係
が
生
じ
る
こ
と
を

は
な
か
ら
想
定
し
て
か
か
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
よ
う
な
独
異
的
な
︽
他
︾
者

（O
ther singular individuals

）
へ
と
﹂（Voices of the Past, p. 109

︑
拙
訳
）︒

（
3
）  

﹁
翻
訳
は
︑
書
か
れ
た
言
葉
に
限
定
さ
れ
た
作
業
で
は
な
く
︑
社
会
行
為
一
般
を
あ

ら
た
な
視
座
か
ら
み
せ
て
く
れ
る
概
念
で
あ
り
︑
社
会
性
の
考
察
へ
の
か
け
が
え
の

な
い
入
り
口
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
﹂（﹁
翻
訳
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
﹂﹃
岩
波
講
座
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貌
す
る
哲
学
﹄︑
一
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三
頁
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（
4
）  

こ
の
︿contem

poraneity

﹀
と
い
う
タ
ー
ム
は
︑
少
し
あ
と
に
︿coeval sim

ultaneity

﹀

と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ァ
ビ
ア
ン
と
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ヘ
イ
バ
ー
の
理
論
の
反
響
を
聴
き
と
る
こ
と
は
︑
正
当
だ
ろ
う
︒

（
5
）  

こ
の
﹁
シ
フ
ト
﹂
を
︑
編
者
た
ち
は
︑
デ
リ
ダ
か
ら
フ
ー
コ
ー
へ
の
比
重
の
移
動

と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
評
者
は
む
し
ろ
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
思
考
の
影
響
＝
情

動
（affect

）
の
一
貫
性
を
見
出
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ

た
い
と
思
う
︒


