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『
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
―
―
『
全
体
性
と
無
限
』
読
解
』（
以
後
、「『
甦
る

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』」
と
略
記
す
る
。
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
の
丸
括

弧
内
に
頁
数
を
記
す
）
は
、
国
内
外
で
活
躍
す
る
気
鋭
の
若
手
研
究
者
、

小
手
川
正
二
郎
氏
に
よ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
の
最
初
の
成
果
で
あ
る
。
同

書
は
、
氏
が
２
０
１
２
年
２
月
に
慶
應
義
塾
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文

「
人
格
と
真
理
―
―
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
全
体
性
と
無
限
』
の
理
性
論
」
を
も

と
に
執
筆
さ
れ
た
（「
あ
と
が
き
」
よ
り
）。

　

２
０
０
９
年
か
ら
『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
著
作
集
』
の
公
刊
が
は
じ
ま
り
、
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
の
捕
囚
時
代
の
草
稿
や
戦
後
パ
リ
の
哲
学
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
て
継

続
的
に
お
こ
な
わ
れ
た
講
演
原
稿
な
ど
の
新
た
な
一
次
資
料
が
整
備
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
２
０
１
１
年
に
は
『
全
体
性
と
無
限
―
―
外
部
性
に
つ
い
て

の
試
論
』（
１
９
６
１
年
、
以
下
「『
全
体
性
と
無
限
』」
と
略
記
）
の
刊

行
50
周
年
を
記
念
す
る
コ
ロ
ッ
ク
が
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
世
界
各
地
で
開

催
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
以
後
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
こ
の
第
一
の

主
著
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
論
集
や
註
釈
書
が
出
版
さ
れ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研

究
は
新
た
に
活
況
を
呈
し
て
い
る
。

　

小
手
川
氏
に
よ
る
『
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』
は
、
こ
う
し
た
最
新
の
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
の
流
れ
に
掉
さ
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
本
書
の
目
的
は
し
か
し
、
新
資
料
を
活
用
し
て
『
全
体
性
と
無
限
』

の
成
立
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
跡
づ
け
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
難
解
と
し
て

小
手
川
正
二
郎
著
『
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

―
―
『
全
体
性
と
無
限
』
読
解
』

〔
書
評
〕

平
石
晃
樹
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知
ら
れ
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
説
を
手
ぎ
わ
よ
く
整
理
し
、
そ
の
哲
学
を
整

合
的
に
再
構
成
し
て
み
せ
る
こ
と
で
も
な
い
。
著
者
の
関
心
を
知
る
う
え

で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
本
書
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
１

９
３
５
年
に
発
表
さ
れ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
論
の
一
節
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
（
17
頁
）。
こ
の
中
世
を
代
表
す
る
ユ
ダ
ヤ
哲
学
者
に
つ

い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
よ
う
な
「
簡
素
で
は
あ
る
が
重
大
な
一
つ
の

問
い
」
を
投
げ
か
け
て
い
た
―
―
「
こ
の
思
想
家
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
い
か
な
る
思
想
家
な
の
か
」（「
マ
イ
モ
ニ
デ
ス
の
現
代
性
」）。『
甦
る

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』
は
、
こ
の
問
い
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
そ
の
ひ
と
に
差
し
む
け
、

「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
か
な
る
思
想
家
な
の
か
」
と
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
「
現
代
性

（actualité

）」
を
問
い
な
お
す
こ
と
、
こ
れ
が
、
著
者
の
第
一
の
関
心
で

あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
主
張
を
脇
に
お
い
て
ま
ず
確
認
さ
れ
る
本
書
の

大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
あ
る
思
想
の
「
現
代
性
」
を
問
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
時
代

の
要
請
に
見
あ
う
よ
う
都
合
よ
く
切
り
と
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。「
応
用
」
や
「
適
用
」
を
急
ぐ
研
究
は
、
当
の
思
想
の
解
釈
と
し
て

も
、
個
々
の
具
体
的
な
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
も
中
途
半
端

に
終
わ
る
危
険
が
あ
る
か
ら
だ
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
を
「
生
き
て
い
る

哲
学
」（
22
頁
）
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
企
図
し
つ
つ
も
、
い
や
、
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、『
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』
は
哲
学
研
究
と
し
て
は
古
典
的

な
テ
ク
ス
ト
註
釈
の
書
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
全
体
性
と

無
限
』
の
組
み
た
て
を
ほ
ぼ
忠
実
に
踏
襲
し
た
本
書
の
構
成
に
も
反
映
さ

れ
て
い
る
。
本
書
の
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ス
タ
イ
ル
は
形
式
面
に

つ
い
て
ば
か
り
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
絶
対
的
に
〈
他
〉

な
る
も
の
は
他
人
で
あ
る
」
や
「
存
在
は
悪
で
あ
る
」
と
い
っ
た
命
題
、

あ
る
い
は
「
他
人
へ
の
応
答
」
や
「
暴
力
」
と
い
っ
た
本
書
が
扱
う
主
題

は
、
ど
れ
も
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
読
者
に
は
多
少
な
り
と
も
馴
染
み
の
あ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
本
書
の
論
点
の
選
択
に
は
い
さ
さ
か
も
奇

を
て
ら
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
主
題
を
い
か
に
解
釈

す
る
の
か
、
と
い
う
段
に
な
る
と
、
理
路
整
然
と
し
た
テ
ク
ス
ト
の
註
釈

作
業
と
い
う
穏
当
な
装
い
の
背
後
か
ら
、
氏
に
よ
る
ス
リ
リ
ン
グ
な
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
読
解
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
例
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
一
見
す

る
と
明
確
な
区
別
な
く
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
他
」
に
ま
つ
わ
る

語
彙
―
―l’autre, l’A

utre, autrui, A
utrui, les autres

―
―
の
詳
細
な

分
析
（
63 

― 

66
頁
）
は
、「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
は
「
他
者
」
論
か
」（
57

頁
）
と
い
う
意
表
を
突
く
問
い
を
呼
び
お
こ
し
、
ひ
い
て
は
、
長
く
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
解
釈
の
枠
組
み
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
き
た
デ
リ
ダ
の

「『
他
者
論
』
的
読
解
」（
146
頁
）
の
根
本
的
な
再
検
討
を
要
請
す
る
に
至

る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
あ
ま
り
に
自
明
視
さ
れ
て
き
た
が
ゆ
え
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に
、
あ
る
い
は
定
説
が
確
立
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て

立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
張
に
こ
そ

む
し
ろ
照
準
を
合
わ
せ
、『
全
体
性
と
無
限
』
を
丹
念
に
読
み
解
く
こ
と

を
主
調
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
が
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
現
代
性
」
を

問
う
こ
と
の
不
可
欠
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
戦
略
が
も
っ
と
も
端
的
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
自
我

が
他
人
を
理
解
す
る
」
と
い
う
事
態
を
解
明
す
る
こ
と
こ
そ
「
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
哲
学
の
中
心
課
題
で
あ
っ
た
」（
22
頁
）、
と
い
う
本
書
の
核
と
な
る

テ
ー
ゼ
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
衝
撃
的
で
さ
え
あ
る
。
実
際
、

他
人
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
は
他
人
を
自
我
の
理
解
の
枠
組
み
に
押
し
込

む
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
す
れ
ば
、
こ
の
主
張
は
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学

の
中
心
課
題
」
と
は
ま
さ
に
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
読
者
は
訝
し
が
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
氏
の
議
論
を
追
う
な
か

で
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
実
は
こ
う
し
た
疑
い
そ
の
も
の
こ
そ
、
知
や
理

性
と
の
断
絶
を
も
っ
ぱ
ら
強
調
す
る
従
来
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
解
釈
の
先
入
観

に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
第
６
章

に
よ
れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
他
人
の
不
可

知
論
を
結
論
す
る
こ
と
で
も
、
他
人
と
の
関
係
を
純
粋
に
精
神
的
な
交
流

と
し
て
描
く
こ
と
で
も
な
く
、
他
人
を
理
解
す
る
と
い
う
能
動
と
他
人
を

迎
え
入
れ
る
と
い
う
受
動
と
が
混
然
一
体
と
な
る
な
か
で
理
性
の
は
た
ら

き
を
把
握
し
な
お
す
こ
と
で
あ
る
（
165 

― 

169
頁
）。「
他
人
と
の
関
係
の
担

い
手
」（
166
頁
）
と
し
て
の
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学

に
迫
る
こ
と
で
、
本
書
は
、
知
ら
ぬ
間
に
読
者
が
と
ら
わ
れ
て
き
た
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
像
の
抜
本
的
な
見
な
お
し
を
図
っ
て
い
る
。
形
式
的
に
も
扱
う

論
点
の
選
択
に
し
て
も
正
攻
法
を
貫
く
本
書
が
他
方
で
数
々
の
新
鮮
な
驚

き
を
読
者
に
与
え
る
の
は
、
従
来
の
解
釈
を
次
々
に
顚
倒
さ
せ
て
ゆ
く
こ

う
し
た
読
解
の
身
ぶ
り
に
由
来
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
の
「
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ

ス
（Levinas revivant

）」
な
の
だ
ろ
う
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
「
生
き
て
い

る
（vivant

）」
哲
学
と
し
て
提
示
す
る
た
め
に
は
、
定
説
や
通
説
に

よ
っ
て
生
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
に
ま
ず
息
吹
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
本
書
の
表
題
か
ら
は
著
者
の
こ
の
よ
う
な
声

が
聞
こ
え
て
く
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
哲
学
の
「
現
代
性
」
を
問
う
地
平
は
、
以
上
の
読
解
作
業

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
け
て
く
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
哲
学
の
「
具
体
化
（concrétisation

）」
と
い
う
論
点
で
あ
る
。

「
具
体
化
」
は
何
よ
り
も
ま
ず
、『
全
体
性
と
無
限
』
の
現
象
学
的
方
法
の

か
な
め
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
第
１
章
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
な
状

況
に
よ
っ
て
こ
そ
、
分
析
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
概
念
の
諸

側
面
が
可
視
化
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
具
体
化
」
は
、
抽
象
的
な
議

論
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
例
示
で
は
な
く
、
概
念
の
よ
り
正
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確
で
豊
か
な
把
握
を
可
能
に
す
る
厳
密
な
方
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
（
43 

― 

48
頁
）。
こ
れ
ま
で
表
だ
っ
て
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
具
体
化
」

と
い
う
方
法
に
光
を
あ
て
た
こ
と
自
体
、
本
書
の
優
れ
た
功
績
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
だ
が
、
本
書
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
の
「
具
体
化
」
を
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
解
釈
の
方
法
そ
の
も
の
と
し
て
実
践
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
、

等
し
く
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
手
川
氏
自
身
に
よ
る
「
具
体
化
」

は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
提
示
す
る
概
念
を
理
解
す
る
と
い
う
水
準
で
、
そ
し

て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
を
彼
が
実
質
的
に
は
論
じ
て
い
な
い
諸
問
題
へ

と
開
く
と
い
う
水
準
で
遂
行
さ
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
随
所

に
散
り
ば
め
ら
れ
た
―
―
と
き
に
丸
括
弧
内
に
補
足
さ
れ
た
―
―
さ
ま
ざ

ま
な
具
体
例
が
目
を
惹
く
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
「
汝
、
殺
す
な
か
れ
」

と
い
う
他
人
の
顔
が
発
す
る
私
へ
の
訴
え
か
け
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
で

は
こ
の
命
題
は
著
し
い
苦
痛
を
伴
う
延
命
治
療
の
無
条
件
的
な
要
請
と
し

て
理
解
さ
れ
る
の
か
、
と
問
い
返
す
（
192
頁
）。
あ
る
い
は
、
複
数
の
他

人
に
よ
る
私
へ
の
訴
え
か
け
の
拮
抗
が
問
題
と
な
る
際
は
、
殺
人
を
企
て

よ
う
と
す
る
人
に
対
す
る
嘘
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
、

カ
ン
ト
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
名
高
い
事
例
に
そ
っ
て
考
察
が
深
め
ら
れ

て
ゆ
く
（
196
頁
、
208 

― 

209
頁
）。
さ
ら
に
は
、「
他
人
を
理
解
す
る
」
と
い

う
事
態
の
内
実
に
迫
る
と
き
に
は
、
異
な
る
文
化
圏
に
属
す
る
者
同
士
が

あ
る
特
定
の
食
べ
物
を
食
べ
る
こ
と
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
対
話
を
す
る
と

い
う
場
面
が
設
定
さ
れ
る
（
170 

― 

171
頁
）。「
具
体
化
」
と
い
う
方
法
を
ま

さ
に
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
読
解
そ
の
も
の
に
適
用
す

る
こ
と
で
、
本
書
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
が
各
々
に
と
っ
て
き
わ
め
て

身
近
な
事
象
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
訴
え
か
け
て
い

る
。

　

ま
た
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
哲
学
を
開
く
と
い
う
水
準
に
つ
い
て
言
え
ば
、

終
章
の
第
２
節
「『
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
倫
理
学
』
は
可
能
か
」
が
最
良
の
参

照
箇
所
と
な
る
（
258 

― 

273
頁
）。
そ
こ
で
著
者
が
目
論
む
の
は
、
レ
ヴ
ィ

ナ
ス
の
思
考
か
ら
出
発
し
て
一
般
的
な
見
方
や
従
来
の
考
え
を
揺
り
動
か

し
、
も
っ
て
個
々
の
現
実
的
な
問
題
に
対
す
る
別
様
の
視
座
を
示
唆
す
る

こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
障
碍
者
」、「
胎
児
」、「
動
物
」
と
「
私
」

と
の
関
わ
り
が
議
論
の
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題

を
検
討
す
る
な
か
で
、
し
ば
し
ば
人
間
中
心
主
義
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
て

き
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
他
な
る
人
間
の
人
間
主
義
」
の
意
義
も
と
も
に
救

い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
多
く
の
哲
学
者
と
同
様
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

も
ま
た
、
自
身
の
思
想
が
現
実
の
諸
問
題
に
対
し
て
実
践
的
な
指
針
や
即

効
性
の
あ
る
回
答
を
提
供
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
他
方

で
し
か
し
、
と
き
に
思
弁
的
な
断
言
の
集
積
に
も
聞
こ
え
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
言
説
が
現
実
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
る
か
を
問
う
こ
と

は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
を
専
門
的
に
読
む
者
に
と
っ
て
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
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題
で
も
あ
る
。
た
と
え
「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
的
倫
理
学
」
の
可
能
性
を
め
ぐ
る

本
書
の
考
察
は
「
準
備
作
業
」（
259
頁
）
と
い
う
萌
芽
的
な
段
階
に
と
ど

ま
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
引
き
受
け
た
著
者
の

真
摯
な
姿
勢
は
本
書
の
掛
け
値
な
し
の
魅
力
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
『
甦
る
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
』
は
、
小
手
川
氏
自
身
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
の
到

達
点
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
途
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
本
書
の
議
論
の
対
象
は
、
ほ
ぼ
『
全
体
性
と
無
限
』

に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、『
全
体
性
と
無
限
』
に
比
し
て

感
性
の
領
域
に
よ
り
深
く
切
り
込
む
『
存
在
の
彼
方
へ
』
の
哲
学
は
、
氏

の
目
に
は
ど
の
よ
う
に
映
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
本
書
が
意
図
的

に
考
察
の
外
に
置
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
的
テ
ク
ス
ト
」

に
認
め
ら
れ
る
あ
る
種
の
理
性
主
義
に
対
し
て
、
氏
は
ど
の
よ
う
な
評
価

を
下
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
―
―
こ
れ
ら
の
問
い
は
氏
の
来
た
る
べ

き
著
作
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、『
甦
る
レ

ヴ
ィ
ナ
ス
』
に
お
い
て
披
歴
さ
れ
た
氏
の
読
解
は
そ
の
鮮
烈
さ
ゆ
え
に
読

者
に
何
が
し
か
の
応
答
を
惹
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

本
書
は
、
今
後
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
重
要
な
文
献
と

な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。（
A
５
判
、
三
四
四
頁
、
水
声
社
、

二
〇
一
五
年
二
月
発
行
、
定
価
三
五
〇
〇
円
＋
税
）


