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211－書評 

 
 
◇書 評◇ 

Yann Laporte,  

Gilles Deleuze, l’épreuve du temps. 

 

 

小 倉 拓 也    

 
 

は
じ
め
に 

 

初
期
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
か
ら
、
『
差
異
と
反
復
』
、
『
意
味
の
論
理
学
』
、
そ
し

て
晩
年
の
映
画
論
に
い
た
る
ま
で
、
時
間
の
問
題
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
の
特
権

的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ヤ
ン
・
ラ
ポ
ル
ト
の
『
ジ

ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ 

時
間
の
試
練
』
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
考
の
中
心
に
時
間

論
を
捉
え
、
そ
れ
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
ラ
ポ
ル
ト
は
、

本
書
以
外
に
著
作
が
な
く
、
あ
ま
り
素
性
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
書

執
筆
時
に
は
パ
リ
第
一
大
学
（
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
）
に
在
籍
し
美
学
を
研
究
し
て
い

た
。
お
そ
ら
く
、
若
手
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
若
い
世
代
の
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
は
、
そ
の
水
準

を
知
る
う
え
で
も
非
常
に
有
意
義
で
あ
る
。 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
は
、
そ
れ
が
彼
の
キ
ャ
リ
ア
を
と
お
し
て
の
テ
ー
マ

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
作
ご
と
に
変
奏
を
加
え
ら
れ
て
お
り
、
一
貫
し

た
理
解
を
退
け
る
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン=

ク
レ
・
マ
ル
タ
ン
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、

に
捧
げ
ら
れ
た
美
し
い
書
物
の
中
で
、「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
は
、
注
解
の
作
業

に
す
す
ん
で
身
を
ゆ
だ
ね
る
よ
う
な
哲
学
で
は
な
い
。
実
際
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

哲
学
が
書
物
か
ら
書
物
へ
と
繰
り
広
げ
て
い
る
多
様
体
は
、
系
譜
学
的
な
方
法

に
よ
っ
て
も
、
構
造
的
な
方
法
に
よ
っ
て
も
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」(

１)

、

と
書
い
て
い
る
。 

系
譜
学
的
に
も
構
造
的
に
も
解
釈
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
に
、「
テ
ク
ス
ト
の
文
面
に
反
し
て
そ
の
哲
学
的
な
探
求
の
試
み
を
正
当
化
す
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る
と
い
う
困
難
」(

２)

を
与
え
る
だ
ろ
う
。
ラ
ポ
ル
ト
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
す
で

に
あ
る
も
の
を
た
だ
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
決
め

ら
れ
た
特
定
の
目
的
へ
と
た
だ
向
か
う
こ
と
で
は
な
く
、
錯
綜
し
分
岐
し
た
道

に
踏
み
込
み
、
迷
子
に
な
り
な
が
ら
進
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ

が
、
ラ
ポ
ル
ト
が
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
る
「
試
練
／
実
験épreuve

」
の
含

意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
錯
綜
し
た
時
間
論
を

分
析
す
る
そ
れ
自
体
錯
綜
し
た
ラ
ポ
ル
ト
の
記
述
を
整
理
し
な
が
ら
見
て
い
く

必
要
が
あ
る
。 

 

全
体
の
概
要 

 

ラ
ポ
ル
ト
は
、
本
書
を
通
し
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
を
概
ね
著
作
順
に
追

っ
て
い
く
。
網
羅
的
で
焦
点
を
絞
り
に
く
い
ラ
ポ
ル
ト
の
試
み
の
力
点
を
特
定

す
る
の
は
難
し
い
が
、
お
そ
ら
く
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
け
る
時
間
を
「
出
来
事
」

の
時
間
と
し
て
読
み
解
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
第
三
の
時
間

か
ら
ア
イ
オ
ー
ン
へ
、
そ
し
て
時
間
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
時
間
の
結
晶
へ
。
そ
こ
で

は
、
前
‐
個
体
性
や
非
人
称
性
、
そ
し
て
潜
在
性
と
現
働
性
の
識
別
不
可
能
性

が
、「
出
来
事
」
と
生
成
の
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
読
ま
れ
て
い
く
。
そ
し
て

そ
の
中
で
、
生
成
と
創
造
の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
の
芸
術
の
役
割
が

強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
は
ラ
ポ
ル
ト
の
整
理
に
し
た
が
っ
て
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
時
間
論
を
み
て
い
こ
う
。 

  

 

時
間
の
三
つ
の
総
合 

 
 

「
出
来
事
」
の
問
題
は
、『
意
味
の
論
理
学
』
に
お
い
て
中
心
的
に
展
開
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ラ
ポ
ル
ト
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
を
読
み
解
く
の
に
、『
差
異
と

反
復
』
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る

時
間
の
三
つ
の
総
合
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
の
基
礎
的
な
構
図
を
与
え
て

く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
第
三
の
時
間
」
は
「
時
間
と
い
う
空
虚
な

形
式
」(

３)

と
し
て
、
ア
イ
オ
ー
ン
へ
と
繋
が
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
あ
ま
り
詳
し
く
は
入
り
込
ま
ず
、「
第
三
の
時

間
」
に
焦
点
を
あ
て
て
簡
単
に
み
て
い
こ
う
。
詳
し
く
は
『
差
異
と
反
復
』
の

第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

時
間
の
三
つ
の
総
合
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
・
過
去
・
未
来
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
。
第
一
の
総
合
は
、「
生
け
る
現
在
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
誕
生
し
て
は
流

産
す
る
瞬
間
の
継
起
を
縮
約
す
る
こ
と
で
、
経
験
的
な
時
間
の
土
台
を
形
成
す

る
受
動
的
総
合
で
あ
る
。
第
二
の
時
間
の
総
合
は
、
土
台
と
し
て
の
現
在
を
可

能
に
す
る
た
め
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
純
粋
過
去
」
「
記
憶M

em
oir

」
と

呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
経
験
的
な
現
在
を
可
能
と
す
る
超
越
論
的
な
時
間
で
あ

る
。 こ

の
時
間
の
二
つ
の
水
準
は
、
現
働
的
な
も
の
と
潜
在
的
な
も
の
と
に
そ
れ

ぞ
れ
対
応
す
る
。
後
者
が
差
異
を
含
み
込
ん
だ
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
の
対
し

て
、
前
者
は
そ
の
展
開
、
つ
ま
り
差
異
の
抜
き
取
り
で
あ
る
。
潜
在
的
な
も
の

は
現
働
化
さ
れ
た
も
の
と
は
類
似
し
な
い
の
だ
が
、
常
に
展
開
さ
れ
現
働
化
さ
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れ
た
側
か
ら
し
か
描
か
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
現
働
的
な
現
在
と
潜
在
的
な
過
去

は
、
無
限
の
円
環
を
描
い
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
こ
で
円
環
を
解
放
す
べ
く
要
請

さ
れ
る
の
が
、
未
来
と
し
て
の
第
三
の
時
間
で
あ
る
。 

潜
在
的
な
過
去
と
現
働
的
な
現
在
の
描
く
閉
じ
た
円
環
に
お
い
て
は
、
何
ひ

と
つ
と
し
て
新
し
い
も
の
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
時
間
が
新
し
い
も
の
を
生
み

出
す
た
め
に
必
要
と
な
る
の
は
、
根
拠
で
も
な
く
土
台
で
も
な
く
、
崩
壊
で
あ

り
、
究
極
的
な
反
復
で
あ
る
。
時
間
の
第
三
の
総
合
は
、
脱
根
拠
化
に
よ
っ
て

相
対
的
な
円
環
を
砕
き
、
一
切
を
絶
対
的
に
反
復
す
る
。
そ
れ
は
「
未
来
の
永

劫
回
帰
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
時
間
と
い
う
空
虚
な
形
式
」
の
中
で
、
一
切

は
そ
の
都
度
、
一
度
き
り
の
回
帰
を
永
遠
に
繰
り
返
す
。
こ
の
永
劫
回
帰
こ
そ

が
、
新
し
い
も
の
の
／
へ
の
生
成
を
担
保
し
て
く
れ
る
の
だ
。 

 

ク
ロ
ノ
ス
と
ア
イ
オ
ー
ン 

 
 三

つ
の
時
間
の
総
合
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
の
基
礎
的
な
構
図
を
与
え

て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
『
意
味
の
論
理
学
』
に
お
い
て
、「
出

来
事
」
と
い
う
問
題
を
射
程
に
入
れ
な
が
ら
、
時
間
に
つ
い
て
の
二
つ
の
見
方

へ
と
変
奏
さ
れ
る
。 

ひ
と
つ
め
の
見
方
は
、
ク
ロ
ノ
ス
と
し
て
の
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
体

の
能
動
と
受
動
の
中
に
あ
る
、
い
わ
ば
常
に
生
け
る
現
在
と
し
て
の
時
間
で
あ

り
、
土
台
を
有
し
根
拠
づ
け
ら
れ
た
、
秩
序
的
な
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
現
働

的
な
時
間
で
あ
る
ク
ロ
ノ
ス
は
、〈
同
じ
も
の
〉
の
回
帰
と
し
て
の
物
理
的
な
永

劫
回
帰
の
無
限
の
円
環
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
、
時
間
の
三
つ
の
総
合
に
お
け

る
、
第
一
の
時
間
に
相
当
す
る
。 

二
つ
め
の
見
方
は
、
ア
イ
オ
ー
ン
と
し
て
の
時
間
で
あ
る
。
ク
ロ
ノ
ス
が
、

物
体
的
な
能
動
と
受
動
の
時
間
（
現
在
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
オ
ー
ン

は
、
そ
れ
ら
物
体
的
な
も
の
の
結
果
＝
効
果
と
し
て
の
「
非
物
体
的
」
な
時
間

で
あ
り
、
現
在
と
い
う
定
点
を
有
さ
ず
、
過
去
と
未
来
へ
無
限
に
分
割
さ
れ
る
、

常
に
現
在
を
逃
れ
る
生
成
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
絶
え
ず
変
化
し
て

い
く
生
成
は
、
固
定
さ
れ
た
土
台
で
あ
る
現
在
を
逃
れ
、
常
に
過
ぎ
去
り
、
常

に
来
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
的
な
直
線
と
し
て
描
か

れ
る
「
時
間
の
空
虚
な
純
粋
形
式
」(

４)

で
あ
る
。
こ
の
直
線
的
な
形
式
と
し
て

の
ア
イ
オ
ー
ン
は
、
ク
ロ
ノ
ス
が
描
く
物
体
的
な
無
限
の
円
環
を
解
放
す
る
も

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
第
三
の
時
間
に
相
当
す
る
。 

と
こ
ろ
が
、
ア
イ
オ
ー
ン
は
単
に
第
三
の
時
間
の
言
い
換
え
な
の
で
は
な
く
、

『
意
味
の
論
理
学
』
に
お
い
て
非
物
体
的
な
「
出
来
事
」
と
い
う
問
題
を
語
る

た
め
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ラ
ポ
ル
ト
は
こ
の
「
出
来
事
」
と
し

て
の
時
間
を
強
調
す
る
。 

非
物
体
的
な
も
の
の
理
論
は
、
ス
ト
ア
派
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ド

ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
の
核
心
を
「
因
果
関
係
の
切
断
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
原
因
は
深
層
に
お
け
る
物
体
固
有
の
秩
序
を
有
し
、
結
果
＝
効
果
は
表
面

に
お
け
る
そ
れ
固
有
の
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
ク
ロ
ノ
ス
が
、
「
出
来
事
」

が
物
体
へ
受
肉
し
、
事
物
の
状
態
の
中
で
現
実
化
し
た
現
働
的
な
時
間
で
あ
る

の
に
対
し
て
、「
出
来
事
」
そ
の
も
の
は
現
働
化
さ
れ
た
現
在
か
ら
は
逃
れ
、
過

去
と
未
来
と
に
無
限
に
分
割
さ
れ
る
。
生
成
と
し
て
の
純
粋
な
「
出
来
事
」
は
、

特
定
の
物
の
状
態
に
お
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
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「
出
来
事
」
に
お
い
て
は
、
一
切
は
現
働
化
さ
れ
た
〈
私
〉
や
自
我
の
人
称
的

な
形
式
の
な
か
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
非
人
称
的
で
前
‐
個
体
的
な
も
の
、

潜
在
的
に
多
様
な
も
の
と
し
て
存
立
す
る
。
そ
こ
で
は
、
異
質
な
諸
セ
リ
ー
は
、

単
一
な
現
在
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
多
様
な
ま
ま
に
発
散
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。 

 

運
動
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
時
間
イ
マ
ー
ジ
ュ
へ 

 
 次

に
ラ
ポ
ル
ト
は
、
潜
在
的
な
も
の
と
現
働
的
な
も
の
に
つ
い
て
論
じ
て
い

く
の
だ
が
、
紙
数
の
関
係
か
ら
、
そ
れ
は
後
の
芸
術
の
役
割
に
つ
い
て
の
部
分

で
簡
単
に
解
説
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
て
、
少
し
と
ば
し
て
映
画
論
に
つ

い
て
の
記
述
を
見
て
い
こ
う
。 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
そ
の
映
画
論
の
第
一
巻
を
『
運
動
イ
マ
ー
ジ
ュ
』
、
第
二
巻

を
『
時
間
イ
マ
ー
ジ
ュ
』
と
題
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
で
、
ド
ゥ
ル

ー
ズ
は
合
理
的
な
知
覚
‐
行
動
の
連
動
か
ら
時
間
が
解
放
さ
れ
、
純
粋
に
光
学

的
で
音
声
的
な
状
況
が
露
呈
さ
れ
る
事
態
を
、
映
画
と
い
う
芸
術
の
中
に
見
出

し
て
い
く
。 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
、
単
に
こ
の
世
界
の
表
象
だ
け
で
な
く
、
所
与
と
し

て
あ
る
物
質
さ
え
も
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
物
質
と
運
動
と
イ
マ

ー
ジ
ュ
は
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
、
絶
え
ず
動
き
続
け

全
体
の
変
化
と
と
も
に
あ
る
物
質
的
な
総
体
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
主
観
も

入
り
込
ん
で
は
い
な
い
。
主
観
が
導
入
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
身
体
的
な
中

心
が
成
立
し
、
そ
の
中
心
に
と
っ
て
の
合
目
的
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
以
外
が
引
き

算
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
知
覚
と
呼
ば
れ
る
。 

こ
う
し
た
所
与
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
の
引
き
算
と
し
て
の
知
覚
に
は
行
動
が

続
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
知
覚
と
行
動
が
合
理
的
に
続
き
、
有
機
的
に
組
織
さ

れ
る
こ
と
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
戦
前
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
代
表
さ
せ
て
運
動

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
は
、
時
間
は
感
覚
運
動
的
な
構
図
に
絡
め
と
ら

れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
戦
後
に
お
い
て
こ
の
感
覚
運
動
的
な
構
図
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
ネ
オ
レ
ア
リ
ス
モ
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
の
は
、
戦
争
の

後
の
廃
墟
を
前
に
、
た
だ
佇
み
、
彷
徨
し
、
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
人
々
の

姿
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
知
覚
の
後
に
整
合
的
な
行
動
が
続
か
ず
、
知
覚
と

行
動
の
間
で
、
人
間
は
ひ
た
す
ら
決
定
不
可
能
な
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な

る
。
世
界
を
有
機
的
に
組
織
す
る
主
観
な
る
も
の
は
宙
づ
り
に
な
り
、「
純
粋
な

光
学
的
音
声
的
状
況
」(

５)

が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
イ

マ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
、
時
間
は
感
覚
運
動
的
な
図
式
か
ら
解
放
さ
れ
、
整
合
的

な
行
動
へ
と
は
有
機
化
さ
れ
ず
、
出
来
事
の
離
散
的
な
力
が
む
き
出
し
に
な
る
。 

ラ
ポ
ル
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
映
画
論
に
お
け
る
時
間
を
、
『
意
味
の
論
理
学
』

に
お
け
る
「
出
来
事
」
と
強
く
関
連
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
イ
マ
ー
ジ
ュ
に

お
い
て
知
覚
と
行
動
の
合
理
的
な
結
び
つ
き
が
解
か
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
因
果

関
係
の
切
断
で
あ
り
、
そ
こ
で
露
わ
に
な
っ
た
純
粋
に
光
学
的
で
音
声
的
な
状

況
と
は
、
有
機
的
な
事
物
の
状
態
と
は
異
な
る
「
出
来
事
」
に
他
な
ら
な
い
と

い
う
の
だ
。 

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
意
味
の
論
理
学
』
に
お
い
て
す
で
に

「
出
来
事
」
を
「
結
晶
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と(

６)

、
ア
イ
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オ
ー
ン
の
時
間
を
潜
在
的
な
も
の
と
現
働
的
な
も
の
と
の
平
面
的
な
境
界
と
し

て
の
鏡
と
し
て
描
い
て
い
た
こ
と(

７)

な
ど
を
強
調
し
な
が
ら
、ラ
ポ
ル
ト
は
映

画
論
に
お
い
て
完
成
を
み
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
を
『
意
味
の
論
理
学
』
と

の
対
応
に
お
い
て
読
み
解
い
て
い
く
。 

 

芸
術
の
役
割 

 

こ
の
よ
う
に
、
映
画
論
を
『
意
味
の
論
理
学
』
と
の
関
わ
り
で
読
み
解
く
ラ

ポ
ル
ト
の
関
心
は
、
特
に
そ
う
言
明
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
芸

術
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
時
間
イ
マ
ー

ジ
ュ
』
の
中
で
、
潜
在
性
と
そ
の
現
働
性
と
が
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
識
別
不
可

能
に
な
る
状
況
を
、
結
晶
や
鏡
に
見
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
多
角
に
カ
ッ

ト
さ
れ
た
結
晶
や
向
き
合
う
鏡
に
お
い
て
は
、
現
働
的
な
人
物
と
、
映
し
出
さ

れ
た
そ
の
無
数
の
潜
在
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
識
別
不
可
能
に
な
り
、
そ
の
潜
在
的

イ
マ
ー
ジ
ュ
が
現
働
性
を
吸
収
し
て
し
ま
う
。 

こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
ラ
ポ
ル
ト
は
『
意
味
の
論
理
学
』
に
も
見
出
す
の
で

あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
意
味
の
論
理
学
』
で
、
現
働
性
を
逃
れ
る
時
間
と
し

て
の
ア
イ
オ
ー
ン
を
結
晶
や
鏡
に
よ
っ
て
描
き
、
現
働
性
か
ら
絶
え
ず
潜
在
的

表
面
へ
と
上
昇
す
る
こ
と
を
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
師
や
ダ
ン
サ
ー
な
ど
の
芸
術
的

な
営
為
に
よ
っ
て
表
象
し
な
が
ら
、
「
反
‐
実
現contre-effectuation

」(

８)

と

呼
ん
だ
。
こ
う
し
た
芸
術
的
営
為
が
、
現
働
化
さ
れ
た
物
の
状
態
か
ら
潜
在
性

を
解
放
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
成
と
し
て
の
「
出
来
事
」
の
時
間
と
芸
術
と
は

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

結
論 

 

以
上
の
よ
う
に
論
じ
な
が
ら
、
ラ
ポ
ル
ト
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
錯
綜
し
た
議

論
に
よ
っ
て
論
じ
続
け
た
時
間
と
は
「
出
来
事
」
の
時
間
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

「
出
来
事
」
の
時
間
は
、
到
来
で
は
な
く
生
成
で
あ
る
。
そ
れ
は
起
源
で
も
な

け
れ
ば
終
わ
り
で
も
な
く
、
そ
の
彼
方
で
も
な
く
、
常
に
中
間
で
あ
り
、
絶
え

ず
新
た
な
も
の
を
生
み
出
し
て
止
ま
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
体
創
造
的
な
生

成
の
時
間
を
描
く
た
め
に
は
、
絶
え
ず
現
働
性
か
ら
潜
在
性
を
解
放
す
る
創
造

的
な
芸
術
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

見
て
き
た
と
お
り
、
ラ
ポ
ル
ト
の
試
み
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
け
る
時
間
を

生
成
と
し
て
の
「
出
来
事
」
の
時
間
と
し
て
読
み
解
き
、
そ
の
た
め
の
芸
術
の

重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
時
間
論
の
網
羅
的
な
整

理
は
、
や
や
深
み
に
欠
け
る
と
は
い
え
、
明
快
な
構
図
を
示
し
て
く
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
ポ
ル
ト
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
や
は
り
、『
意
味
の
論
理
学
』

に
お
け
る
芸
術
的
な
営
為
を
、
ま
た
映
画
と
い
う
そ
れ
自
体
芸
術
で
あ
る
も
の

を
、
生
成
と
し
て
の
「
出
来
事
」
の
時
間
の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
見

る
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
網
羅
的
な
記
述
の
代
償
な
の
か
、
ラ
ポ
ル
ト
が
『
差
異
と

反
復
』
第
二
章
後
半
部
の
精
神
分
析
的
な
記
述
や
、『
意
味
の
論
理
学
』
の
第
二
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三
セ
リ
ー
以
降
の
後
半
部
を
占
め
る
「
深
層
の
悪
し
き
ク
ロ
ノ
ス
」
に
つ
い
て

あ
ま
り
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
点
は
批
判
的
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
点
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
、
経
験
的
で
表
象
的
な
世
界
の
根
拠
と
し
て

の
、
矛
盾
と
も
思
え
る
よ
う
な
無
根
拠
的
な
も
の
を
提
示
す
る
場
面
で
あ
る
。

こ
う
し
た
無
底
の
深
層
と
い
う
審
級
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
そ
の
時
間
論
に
お
い

て
経
験
的
・
表
象
的
な
領
野
か
ら
遡
及
し
て
い
く
発
生
論
的
な
存
在
論
の
究
極

的
な
地
点
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
無
底
の
深
層
を
め
ぐ
る
記
述

は
、
と
り
わ
け
ガ
タ
リ
と
の
仕
事
以
降
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
ラ
ポ
ル
ト
は
あ

ま
り
に
も
簡
単
に
晩
年
の
映
画
論
と
初
期
の
『
意
味
の
論
理
学
』
と
を
対
応
に

お
い
て
読
も
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
後
に
記
述
さ
れ
な
く
な

る
深
層
の
テ
ー
マ
を
十
分
に
検
討
し
た
う
え
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
。 

し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ポ
ル
ト
の
不
十
分
な
点
に
対
す
る
批
判
に
た
だ
留
ま
っ

て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
こ
こ
か
ら
、
そ
う
し
た
ド
ゥ

ル
ー
ズ
に
お
け
る
理
論
的
な
変
遷
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
を

読
み
解
い
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ラ
ポ
ル
ト
が
最
後
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
は
新
た
な
地
図
作
成
へ
と
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
自
身
そ
う
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
真
理
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
も
の

を
た
だ
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
様
々
な
介
入
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を

捻
じ
曲
げ
な
が
ら
、
新
た
に
創
造
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら(

９)

。 
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