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ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
は
一
九
〇
五
年
六
月
二
十
一
日
パ
リ
で
生
ま
れ
た
。
フ
ル
ネ
ー
ム
はJean-Paul-C

harles-

A
ym

ard Sartre 

ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
＝
シ
ャ
ル
ル
＝
エ
イ
マ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
と
言
う
。
因
み
に
通
称
の
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
は
聖
人

名
ヨ
ハ
ネ
＝
パ
ウ
ロ
に
あ
た
る
。
以
下
、
サ
ル
ト
ル
の
経
歴
等
に
触
れ
つ
つ
本
論
各
章
の
紹
介
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
右
記
の
エ

ピ
グ
ラ
フ
に
つ
い
て
は
後
に
本
文
で
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
マ
ガ
ジ
ン
ヌ
・
リ
テ
レ
ー
ル
紙
の
編
集
主
幹
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ャ
ッ

ク
・
ブ
ロ
シ
エ
は
サ
ル
ト
ル
を
評
し
て
〝
内
燃
機
関
〞
と
形
容
し
て
い
る（

1
）。

ブ
ロ
シ
エ
に
よ
る
と
「
サ
ル
ト
ル
は
生
前
同
時
代
に
大

い
な
る
影
響
を
与
え
た
が
、
嘗
て
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
そ
う
で
あ
っ
た
如
く
、
今
な
お
現
代
に
そ
の
痕
跡
を
留
め
続
け
て
い

る（
2
）」

と
語
っ
て
い
る
。

　
『
フ
ロ
イ
ト
の
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
』『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ
』『
モ
ラ
ル
論
の
断
片
』
な
ど
が
出
版
さ
れ
た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
サ
ル

ト
ル
の
隠
れ
た
才
能
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
分
野
や
擬
足
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
音
楽
を
語
り
、
ジ
ー

ド
の
よ
う
に
ピ
ア
ノ
の
時
間
に
つ
い
て
話
し
、
ま
た
バ
リ
ト
ン
で
楽
曲
を
歌
っ
た
り
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
向
後
万
一
、
サ
ル

ト
ル
が
軍
隊
時
代
の
経
験
を
生
か
し
て
気
象
学
の
論
文
を
書
き
残
し
て
い
た
と
し
て
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
も
言

う（
3
）。

つ
ま
り
サ
ル
ト
ル
と
い
う
人
物
は
「
人
間
」
と
し
て
も
「
作
品
」
と
し
て
も
総
括
し
え
な
い
、
分
類
し
て
引
き
出
し
に
仕
舞
い

込
む
こ
と
の
難
し
い
、
要
す
る
に
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
彼
と
の
決
着
を
つ
け
る
こ
と
の
不
可
能
な
人
間
な
の
で
あ
る
。

　

結
局
サ
ル
ト
ル
は
「
範
と
す
べ
き
思
想
家
」
な
ど
と
は
程
遠
い
存
在
で
あ
り
、
最
も
正
鵠
を
得
た
形
容
を
す
る
な
ら
ば
「
内
燃
機

関
」、
つ
ま
り
文
学
、
政
治
、
自
由
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ
た
タ
ー
ム
を
巡
る「
爆
発
」な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

爆
発
ゆ
え
に
彼
の
手
に
余
る
も
の
、
そ
れ
は fil rouge 

赤
い
糸
（
道
し
る
べ
の
糸
）
す
な
わ
ち
〝
一
貫
し
た
筋
道
〞
の
弱
さ
で
あ
る

が
、
一
つ
に
は
そ
れ
は
生
来
的
に
時
代
の
先
端
に
あ
る
思
想
・
社
会
現
象
の
ト
ッ
プ
に
立
っ
て
行
く
手
を
リ
ー
ド
す
る
、
い
わ
ば
常
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に
前
衛
を
担
わ
ね
ば
気
の
す
ま
な
い
ノ
ル
マ
リ
ア
ン
と
し
て
の
秀
才
サ
ル
ト
ル
の
矜
持
と
自
負
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
う
し
た
彼
の
立
場
が
、
恒
常
的
に
目
の
前
の
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
＝
状
況
を
ひ
た
す
ら
追
求
す
る
と
い
う
彼
の
ハ
ン
タ
ー
的
性

格
を
造
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
眼
差
し
は
常
に
ア
ッ
プ
ト
ゥ
デ
イ
ト
な
問
題
の
み
を
視
野
に
収
め
続
け

る
が
ゆ
え
に
、liquide

流
動
的
な
社
会
・
思
想
現
象
の
変
容
が
宿
命
的
に
過
去
と
現
在
の
言
説
の
迫
間
に
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
る
の
だ

と
も
言
え
よ
う
。
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ブ
ロ
シ
エ
が
《A

vec Sartre tout est actuel, parce que tout est situation. （
4
）》

と
語
る

よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
は
今
日
的
、
時
事
的
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
現
象
も
変
わ
る
の
で
、
過
去
の
陳
述
が
現
在
に
適
合
致
し
か
ね
る
場
合
も
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
と
っ
て
思
想
的
一
貫
性
な
ど
は
〝
金
科
玉
条
〞
の
如
く
奉
る
べ
き
重
大
事
で
は
な
い
の

か
も
知
れ
な
い
。
従
っ
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
サ
ガ
ン
の
よ
う
に
時
と
し
て
間
違
い
を
犯
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
サ
ガ
ン
が
サ

ル
ト
ル
の
逝
去
を
悼
ん
で
し
た
た
め
た
〝
愛
の
書
簡
〞
か
ら
一
節
を
紐
解
い
て
み
よ
う
。「
あ
な
た
は
わ
れ
わ
れ
の
世
代
で
最
も
知

的
で
最
も
誠
実
な
本
を
書
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
才
人
た
ち
の
な
か
で
も
最
も
輝
か
し
い
『
言
葉
』
を
も
書
い
た
。
同
時
代
に
お

い
て
あ
な
た
は
常
に
弱
者
と
虐
げ
ら
れ
た
人
々
を
救
う
た
め
に
、
向
こ
う
見
ず
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
っ
た
。
あ
な
た
は
人
間
と
主
義
主

張
と
普
遍
性
を
信
じ
た
。
す
べ
て
の
人
達
と
同
様
、
時
と
し
て
あ
な
た
は
間
違
い
を
犯
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
他
の
人
と
異
な

る
の
だ
が
、
あ
な
た
は
そ
の
つ
ど
そ
の
間
違
い
を
認
め
た
。（
…
…
）
要
す
る
に
、
あ
な
た
は
他
人
が
あ
な
た
に
差
し
出
す
す
べ
て

を
拒
絶
し
、
あ
な
た
が
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
を
愛
し
、
書
き
、
共
有
し
た
の
だ
。
あ
な
た
は
作
家
で
あ
る
と
同

時
に
一
人
の
人
間
で
あ
っ
た
が
、
作
家
と
し
て
の
才
能
は
人
間
と
し
て
の
弱
点
を
正
当
化
す
る
、
と
主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
あ
な

た
は
わ
が
時
代
の
、
正
義
と
名
誉
と
無
私
を
重
ん
じ
る
唯
一
の
人
間
で
あ
っ
た（

5
）」。

こ
う
し
た
証
言
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
彼
は
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自
分
の
過
去
の
発
言
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
時
代
時
代
の
新
た
な
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
問
題
に
取
り
組
み
、
異
議
を
差
し
挟
み
、

告
発
し
、
結
論
を
下
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の
人
物
像
は
多
く
の
人
々
に
苛
立
ち
や
嫌
悪
を
募
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
分
け
て
も
イ
ギ

リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
批
評
家
、
講
壇
哲
学
者
、
研
究
者
に
は
そ
の
傾
向
が
支
配
的
で
あ
っ
た
よ
う

だ
。
ジ
ョ
ン
・
ジ
ュ
ラ
ッ
シ
は
自
ら
し
た
た
め
た
サ
ル
ト
ル
の
伝
記
『
サ
ル
ト
ル
、
そ
の
時
代
の
忌
み
嫌
わ
れ
た
良
心
』
の
中
で
、

ア
メ
リ
カ
人
ロ
バ
ー
ト
・
デ
ノ
ン
・
カ
ミ
ン
グ
の
言
を
引
用
し
て
〝
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
人
は
サ
ル
ト
ル
に
戸
惑
い
を
感
じ
る
の
か
〞
の

理
由
の
一
つ
を
〝
サ
ル
ト
ル
に
は
聖
域
が
な
い
〞
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
サ
ル
ト
ル
に
はsanctuaire 

聖
域
（
犯
し
え

ぬ
場
所
）
が
な
く（

6
）、

な
ん
に
で
も
口
を
出
し
手
を
出
し
足
を
踏
み
入
れ
る
や
り
方
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
腹
に
据
え
か
ね
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
は
言
う
に
及
ば
ず
世
界
各
地
か
ら
巻
き
起
こ
る
反
サ
ル
ト
ル
の
動
き
や
声
明
は
一
九
六
〇
年
代
の
ア

メ
リ
カ
を
は
る
か
に
遡
る
一
九
四
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
折
に
触
れ
て
断
続
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ュ
ラ
ッ
シ
は

件
の
書
第
二
章
「
恐
る
べ
き
大
人
」
の
項
で
こ
う
語
る
。《
大
西
洋
を
挟
む
両
岸
か
ら
の
憎
悪
を
、
大
学
人
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

聖
職
者
、
大
政
治
家
ら
に
サ
ル
ト
ル
以
上
に
抱
か
し
め
た
知
識
人
、
作
家
、
人
間
は
一
人
も
い
な
い
。
こ
の
憎
悪
は
五
十
年
間
続
い

た
が
、
生
き
て
い
る
限
り
彼
の
ペ
ン
は
そ
う
し
た
嘲
弄
を
か
わ
す
の
に
困
難
を
覚
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

7
）》

と
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
彼
は
《
名
士
》
に
昇
進
し
て
い
た
。『
海
の
沈
黙
』
で
有
名
に
な
っ
た
ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
は
、
あ
る

会
合
で
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
と
サ
ル
ト
ル
に
会
っ
た
時
、
彼
ら
に
〝
一
言
も
話
し
か
け
て
も
ら
え
ず
無
視
さ
れ
た
〞
寂
し
さ
を
洩
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ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
名
士
に
な
る
や
彼
はgém

onies 

さ
ら
し
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
英
国
検
閲
委
員
会
が
『
出

口
な
し
』
の
上
演
禁
止
を
決
定
。
一
九
四
七
年
に
は
フ
ィ
ガ
ロ
編
集
主
幹
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
リ
ッ
ソ
ン
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ト
レ
ス
の
フ
ァ

ン
集
団
が
サ
ル
ト
ル
を
罵
り
、
落
伍
し
た
作
家
と
声
明
し
た
事
実
や
、
他
方
右
翼
の
戦
闘
分
子
が
、
サ
ル
ト
ル
の
魂
を
救
う
最
も
慈

悲
深
い
方
法
は
、
彼
に
硫
黄
を
塗
り
た
く
っ
て
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
広
場
で
火
を
つ
け
悪
魔
祓
い
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
事

実
な
ど
を
得
々
と
し
て
書
い
た
。
ま
た
、
時
の
教
皇 P

ie

十
二
世
は
サ
ル
ト
ル
の
全
著
作
を
禁
書
目
録
に
入
れ
る
。
同
年
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
政
府
は
、
ソ
連
に
対
す
る
敵
対
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
理
由
に
『
汚
れ
た
手
』
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
で
の
上
演
を
禁
止
し
た
。
か
く
し
て

そ
の
後
十
年
間
に
わ
た
り
こ
の
戯
曲
が
東
欧
で
陽
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

因
み
に
『
汚
れ
た
手
』
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
初
演
の
折
、
ユ
マ
ニ
テ
紙
は
〝
難
解
な
哲
学
者
に
し
て
嘔
吐
を
催
さ
せ
る
劇
作
家

で
あ
り
、
第
三
勢
力
の
扇
動
家
な
り
〞
と
彼
を
批
評
し
た
。
ま
た
こ
の
件
に
関
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
者
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
ル
カ
ー
チ
は
「
実
存
主
義
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
レ
ベ
ル
で
現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
知
識
人
の
精
神
的
カ
オ
ス
と
道
徳
を
反
映
し

て
い
る
」
と
付
け
加
え
た
。
同
年
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
作
家
同
盟
の
書
記
フ
ァ
デ
エ
フ
は
サ
ル
ト
ル
を
称
し
て
〝
ペ
ン
で
武
装
し
た
ハ
イ

エ
ナ
〞
と
呼
ん
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
達
も
既
に
彼
を
批
判
し
始
め
て
い
た
。
最
も
学
識
あ
る
共
産
党
の
プ
ロ
の
刺
客
ア

ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
サ
ル
ト
ル
を
〝
反
マ
ル
ク
ス
主
義
的
戦
争
マ
シ
ー
ン
の
製
造
者
な
り
〞
と
非
難
す
る
。
爾
後
ル
フ
ェ
ー
ヴ

ル
は
六
〇
年
代
に
な
っ
て
共
産
主
義
と
訣
別
し
た
が
、
サ
ル
ト
ル
に
詫
び
を
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
と

い
う
か
そ
の
た
め
に
と
い
う
か
、
爾
来
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
偉
大
な
る
知
識
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
続
け
た
。
一
九
四
五
年
フ
ラ
ン
ス
政

府
は
サ
ル
ト
ル
が
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
果
た
し
た
役
割
が
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
に
値
す
る
と
見
て
彼
に
叙
勲
を
申
し
出
た
が
、
サ
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ル
ト
ル
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
四
年
後
嘗
て
の
共
産
党
シ
ン
パ
で
あ
っ
た
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
は
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ

と
を
承
知
の
上
で
サ
ル
ト
ル
を
対
独
強
力
の
廉
で
非
難
す
る
。
ま
た
一
九
四
九
年
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ャ
ッ
ク

は
、
サ
ル
ト
ル
が
外
国
の
回
し
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
内
容
の
発
言
を
す
る
が
、
そ
の
翌
月
に
は
サ
ル
ト
ル
に
ア
カ
デ
ミ
ー
・

フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
《
終
身
会
員
》
の
地
位
を
申
し
出
て
断
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
サ
ル
ト
ル
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
も
う
一
方
の
権
威
あ

る
拠
点
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
招
請
も
拒
否
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
サ
ル
ト
ル
に
与
え
ら
れ
た
最
悪
の
侮
蔑
的
言
辞
は
、
一
九
六
四
年
彼
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
拒
否
し
た
時
、
他

の
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
達
が
浴
び
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
に
先
を
越
さ
れ
た
の
で
へ
そ
を
曲
げ
て
断
っ
た
な
ど

と
い
う
他
愛
も
無
い
噂
も
立
っ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
委
員
会
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で
、
万
一
自
分
に
レ
ー
ニ
ン
賞
の

申
し
出
が
あ
っ
た
と
し
て
も
同
じ
理
由
で
拒
否
す
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
に
も
レ
ー
ニ
ン
賞
に
も
政
治
的
な

下
心
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
審
査
委
員
会
は
ど
う
あ
っ
て
も
彼
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
渡
す

こ
と
に
固
執
し
、
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
間
の
経
緯
を
公
に
し
た
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
て
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
は
、
サ
ル
ト
ル
の
行
動
は
東
側
陣
営
の
利
益
に
沿
っ
た
宣
伝
活
動
に
資
す
る

も
の
で
あ
る
と
非
難
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
程
度
の
罵
り
は
キ
リ
ス
ト
教
実
存
哲
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
に
よ
る
激
越
な

非
難
の
辛
ら
つ
さ
に
比
べ
れ
ば
さ
し
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
は
慈
悲
の
心
に
促
さ
れ
て
、
彼
は
サ
ル
ト
ル
を
最
も
有
害

な
教
訓
と
、
実
に
有
毒
な
忠
告
を
吐
く
《
し
た
た
か
な
い
ち
ゃ
も
ん
屋
》《
教
条
主
義
的
な
神
の
冒
涜
者
》
で
あ
り
、
ま
た
《
若
者

を
堕
落
さ
せ
る
札
付
き
の
ワ
ル
》《
西
欧
の
破
壊
者
》
で
あ
る
と
し
た（

8
）。

　

そ
の
頃
サ
ル
ト
ル
は
常
時
砲
火
を
浴
び
続
け
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年
《
内
戦
マ
シ
ー
ン
、
サ
ル
ト
ル
》
と
題
す
る
論
評
が
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パ
リ
マ
ッ
チ
に
掲
載
さ
れ
る
と
、
数
百
人
の
旧
軍
人
達
が
《
サ
ル
ト
ル
を
銃
殺
せ
よ
！　

サ
ル
ト
ル
を
銃
殺
せ
よ
！
》
の
シ
ュ
プ
レ

ヒ
コ
ー
ル
を
叫
び
な
が
ら
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
を
行
進
し
た
。
翌
一
九
六
一
年
七
月
十
九
日
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
通
り
四
十
二
番
地
の
彼
の
ア

パ
ー
ト
で
一
発
の
爆
弾
が
炸
裂
し
た
が
さ
し
た
る
被
害
は
な
か
っ
た
。
六
ヶ
月
後
一
九
六
二
年
一
月
七
日
、
よ
り
強
力
な
爆
弾
が
彼

の
住
ま
い
の
違
う
階
で
破
裂
し
、
ア
パ
ー
ト
の
大
部
分
を
破
壊
し
た
。
そ
の
時
駆
け
つ
け
て
サ
ル
ト
ル
の
部
屋
に
侵
入
し
た
消
防
士

達
は
未
完
の
様
々
な
原
稿
を
持
ち
去
っ
た
ら
し
い
。
折
り
も
折
サ
ル
ト
ル
は
不
在
で
あ
り
、
夫
の
死
後
息
子
と
同
居
し
て
い
た
サ
ル

ト
ル
の
母
親
は
浴
室
に
い
た
（
こ
の
同
居
は
〝
母
子
相
姦
〞
と
い
う
中
傷
的
な
噂
の
原
因
と
な
っ
た
）
が
、
分
厚
い
木
製
の
ド
ア
の

お
陰
で
無
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
例
の
原
稿
が
競
売
に
懸
け
ら
れ
る
に
お
よ
び
、
消
防
士
に
よ
る
盗
難
の
疑
い
が
濃

く
な
っ
た
が
、
サ
ル
ト
ル
は
こ
れ
を
意
に
介
す
る
風
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
自
分
の
持
ち
物
や
な
し
終
え
た
仕
事
に
未
練
を
残
す
こ

と
の
な
い
性
格
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
度
重
な
る
非
難
・
攻
撃
は
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
学
生
が
彼
の
著
作
を
読
む
こ
と
を
阻
む
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
学
生
た
ち
が
彼
の
著
書
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
彼
の
評
判
と
影
響
力
は
増
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
非
難
・
攻

撃
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
国
々
で
は
少
な
か
ら
ず
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
働
い
た
。
彼
の
戯
曲
が
上
演
さ
れ
る
こ
と
は
稀
に
な

り
、
小
説
も
殆
ど
読
ま
れ
な
く
な
り
、
ま
た
彼
の
哲
学
は
ほ
ぼ
無
視
さ
れ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
別
の
要
因
も
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
元
々
論
理
的
実
証
主
義
と
経
験
主
義
が
支
配
的
で
あ
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
大
学
の
哲
学
講
座
は
、
認
識
論
や
存
在
論
の
形

式
を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
る
に
躊
躇
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
況
や
現
実
の
現
象
学
的
記
述
を
採
用
す
る
哲
学
形
式
は
彼
ら
の
嗜
好

と
噛
み
合
わ
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
中
に
は
サ
ル
ト
ル
の
名
前
を
引
き
合
い
に
出
す
だ
け
で
実
存
主
義
全
体

を
避
け
る
者
も
い
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
実
存
主
義
は
動
詞 être 

の
悪
用
技
術
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

9
）。

要
す
る
に
、
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エ
イ
エ
ー
、
ア
イ
リ
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ナ
ゲ
ル
、
メ
ア
リ
ー
・
ワ
ー
ノ
ッ
ク
ら
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
人
々

が
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
に
賛
同
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
世
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
《
自
我
》
か
ら
始
ま
る
研
究
方
法
で
は
、
真
実

は
人
間
に
対
す
る
自
我
の
関
係
（
こ
れ
が
サ
ル
ト
ル
の
ケ
ー
ス
だ
が
）
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
す
る
理
由
に
よ
る
よ

う
だ
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
い
わ
ゆ
る
主
体
と
客
体
の
二
分
法
を
弁
証
法
と
し
て
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
弁
証
法
の

内
部
で
は
、
一
方
は
そ
れ
自
体
の
存
在
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
他
方
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
現
象
学
的

記
述
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
に
対
す
る
非
難
・
攻
撃
の
例
は
挙
ぐ
る
に
事
欠
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
冒
頭
に
掲

げ
た
《
忌
み
嫌
わ
れ
た
良
心
》
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
に
お
け
る
そ
の
五
十
年
間
の

サ
ル
ト
ル
に
対
す
る
論
調
は
と
い
う
と
、
マ
ス
コ
ミ
、
学
界
を
問
わ
ず
ほ
ぼ
サ
ル
ト
ル
に
好
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
称
賛
に
満
ち
た
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
人
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
に
極
東
の
島

国
と
い
う
地
理
的
位
置
と
時
代
の
空
気
と
日
本
人
の
心
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
英
仏
海
峡
と
大
西
洋
を
挟

む
夫
々
の
両
岸
で
は
こ
う
し
た
丁
丁
発
止
の
遣
り
合
い
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
先
に
述
べ
た
如
くactualité 

と situation

を
追
究
す
る
サ
ル
ト
ル
の
思
想
は
メ
ア
ン
ダ
ー
を
免
れ
得
な
い
性
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質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
は
晩
年
に
な
っ
て
幾
つ
か
の
前
言
撤
回
（revenir sur 

〜
）
に
近
い
発
言
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。〝
飢

え
た
子
供
の
前
で
『
嘔
吐
』
は
無
用
〞〝
嘗
て
「
不
安
」
に
つ
い
て
論
文
を
し
た
た
め
た
が
、
自
分
自
身
は
不
安
を
覚
え
た
こ
と
は

無
い
。
あ
れ
は
流
行
だ
っ
た
の
だ
〞
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
に
関
し
て
は A

lain B
uisine 

も  L
aideurs de 

Sartre 
で
指
摘（

10
）し

た
が
、
ア
ン
ド
レ
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
ス
マ
ン
は
「
不
安
と
は
モ
ー
ド
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
サ
ル
ト
ル
の
断

定
は
、
く
そ
真
面
目
の
精
神
を
も
っ
て
読
む
の
で
は
な
く
、
彼
流
の
ユ
ー
モ
ア
を
そ
こ
に
感
じ
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
っ
て

い
る
し（

11
）、

ジ
ョ
ン
・
ジ
ュ
ラ
ッ
シ
も
そ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の com

édien 

的
側
面
に
言
及
し
て
い
る
。
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
常
に
時

代
の
先
端
に
あ
っ
て
状
況
内
存
在
と
し
て
の
人
間
把
握
を
追
究
す
る
サ
ル
ト
ル
の
思
想
的
取
り
組
み
は
、
時
代
と
状
況
の
変
化
に

よ
っ
て
そ
の
主
張
を
微
妙
に
歪
め
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
生
前
終
始
一
貫
し
て
主
張
内
容
に
変
化
の
無
い
基
本
的
な
思
想
、
不

動
の
基
礎
構
造
も
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
厳
然
と
存
在
す
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
彼
の
存
在
論
の
基
底
部
分
の
構
造
と
骨
格

は
磐
石
で
あ
り
揺
る
ぎ
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
変
化
し
た
と
観
ゆ
る
の
は
表
層
部
分
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　　

さ
て
、
本
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
第
一
部「
不
易
な
る
も
の　

サ
ル
ト
ル
の
こ
だ
わ
り
」は
生
涯
を
通
じ
て
変
わ
る
事
の
な
か
っ

た
サ
ル
ト
ル
の
基
本
的
姿
勢
と
主
張
の
幾
つ
か
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
生
得
的 inné 

体
質
と
も
見
え

る
精
神
と
、
こ
れ
も
ま
た
あ
る
意
味
で
生
得
的 inné 

と
も
言
え
る
観
念
で
あ
る
。
前
者
は
「
く
そ
真
面
目
」
を
毛
嫌
い
す
る
サ
ル

ト
ル
の
性
格
で
あ
り
、
後
者
は
彼
が
終
生
払
い
の
け
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
「
本
来
性
」
の
観
念
へ
の
執
着
で
あ
る
。「
く
そ
真

面
目
」
を
嫌
う
彼
の
性
癖
と
「
本
来
性
」
に
対
す
る
固
執
、
こ
れ
ら
両
者
は
い
ず
れ
も
サ
ル
ト
ル
の
道
徳
的
立
場
に
収
斂
す
る
方
向

に
動
い
て
い
る
。
道
徳
的
立
場
と
は
〝
善
〞
を
行
う
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
時
は
正
当
性
を
訴
え
、
不
当
を
詰
り
、
正
義
の
判
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断
を
厳
し
く
下
し
、
不
正
を
弾
劾
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
サ
ル
ト
ル
は
そ
れ
を
ペ
ン
で
行
っ
た
が
、
そ
の
行
為
は
ま
た
美
意
識
を

含
む
も
の
で
も
あ
っ
た
。
偶
さ
か
彼
の
行
動
に
聊
か
天
邪
鬼
と
見
え
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
少
な
か
ら
ず
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

そ
れ
に
似
た
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
繋
が
る
審
美
性
の
意
識
ゆ
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
は
ロ
マ
ン
主
義
の
遺

産
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
は
特
異
性
と
否
定
の
美
学
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
芸
術
が
道
徳
に
取
っ
て
代
わ
る
。
し
か
し
、
ア
ル
ベ
ー

ル
・
カ
ミ
ュ
が
言
う
よ
う
に
、
芸
術
家
が
良
心
の
指
導
者
に
な
る
と
少
々
困
っ
た
現
象
が
生
じ
る
。
カ
ミ
ュ
は
『
反
抗
的
人
間
』

L ’H
O

M
M

E
 R

É
VO

LT
É

のL
a révolte des dandys

の
項
に
お
い
て
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
を
例
に
と
っ
て
、
詩
人
が
わ
れ
知
ら

ず
悪
魔
と
地
獄
の
支
持
者
と
な
る
経
緯
を
紹
介
し
〝
芸
術
家
や
詩
人
は
悪
魔
的
で
あ
る
〞
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る
俚
諺
に
言
及
し
て

い
る（

12
）。

蓋
し
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
花
』
は
そ
う
し
た
悪
の
美
学
の
象
徴
と
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

サ
ル
ト
ル
も
〝
本
来
性
〞
を
語
る
際
に
ゴ
ッ
ホ
、
ラ
ン
ボ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
ら
の
〝
破
滅
と
破
綻
の
生
き
様
〞
に
本
来
性
を
見

出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
破
滅
と
破
綻
の
美
学
が
当
時
の
サ
ル
ト
ル
を
魅
了
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
領
域
の

肯
定
は
結
局
孤
独
な
個
人
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
所
産
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
よ
う
な
カ
イ
ン
の
末

裔
を
支
持
す
る
に
到
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
。

　

か
く
し
て
、
作
家
と
し
て
の
サ
ル
ト
ル
は
〝
善
と
美
〞〝
倫
理
と
美
意
識
〞〝
道
徳
と
芸
術
〞
の
は
ざ
ま
を
揺
れ
動
く
振
り
子
で
あ
っ

た
。
あ
る
い
は
、
善
か
美
か
、
倫
理
か
審
美
性
か
、
道
徳
か
も
し
く
は
芸
術
か
を
常
に
問
い
続
け
な
が
ら
作
品
を
書
き
続
け
た
の
で

は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
善
の
た
め
に
書
く
の
か
美
の
た
め
に
書
く
の
か
、
正
義
や
道
徳
を
優
先
す
る
の
か
、
ま
た
は
少
々
道

徳
的
に
頽
廃
し
て
も
悪
の
毒
に
陶
然
と
酔
い
痴
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
生
得
的
あ
る
い
は
生
理
的
と
も
思
え
る
ほ
ど
に
嫌
悪
し
た
「
く
そ
真
面
目
の
精
神
」
は
彼
の
「
即
自
-
対
自
」
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の
存
在
論
に
お
い
て
そ
の
あ
り
方
の
不
当
性
を
露
わ
に
す
る
。
一
言
で
言
え
ば
「
く
そ
真
面
目
」
は
自
由
を
持
つ
対
自
に
異
な
り
、

精
神
の
即
自
存
在
的
（
モ
ノ
的
）
な
あ
り
方
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
著
作
の
多
く
が
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
か

け
る
も
の
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
サ
ル
ト
ル
の
〝
人
生
・
人
間
・
世
界
〞
に
対
す
る
詢
に
稀
有
と
も
言
う
べ
き
「
く
そ
真
面
目

な
」
姿
勢
で
あ
る
。〝
く
そ
真
面
目
を
嫌
悪
す
る
真
面
目
人
間
〞
と
い
う
矛
盾
の
統
一
体
と
し
て
の
人
格
、
こ
こ
に
サ
ル
ト
ル
と
い

う
人
間
の
魅
力
が
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
同
様
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
あ
り
な
が
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
を
憎
悪
し
、
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー

ル
勲
章
か
ら
ノ
ー
ベ
ル
賞
ま
で
、
同
時
代
の
社
会
か
ら
の
褒
賞
を
す
べ
て
拒
絶
し
た
。
一
九
八
〇
年
六
月
十
四
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

タ
イ
ム
ス
紙
は
《
馬
鹿
げ
た
裏
返
し
の
ス
ノ
ビ
ス
ム
》
と
評
し
た
が
、
サ
ル
ト
ル
は
知
識
人
の
仕
事
と
知
識
人
の
正
当
証
明
は
、
権

力
者
を
批
判
し
、
発
言
力
の
な
い
人
を
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
死
ぬ
ま
で
こ
の
姿
勢
は
不
動
で
あ
っ
た
。

常
に
世
間
の
非
難
や
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
と
の
闘
争
に
彼
は
情
熱
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
手
法
で
応
じ
続
け
た
。

　

ま
た
そ
の
当
時
、
あ
る
意
味
で
彼
自
身
が
育
て
た
と
も
言
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
日
刊
紙
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
は
、
サ
ル
ト
ル
が
フ
ラ
ン
ス

反
動
左
翼
を
支
持
す
る
た
め
に
貧
し
い
人
々
や
除
名
さ
れ
た
も
の
、
反
逆
者
や
革
命
家
を
見
捨
て
た
と
非
難
し
た
。
同
じ
頃
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
レ
ヴ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ブ
ッ
ク
も
「
カ
ミ
ュ
は
〝
手
を
汚
さ
な
か
っ
た
〞」
と
い
う
理
由
で
カ
ミ
ュ
を
非
難
し
た
サ
ル
ト
ル

は
完
全
に
間
違
っ
て
い
る
、
と
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
は
〝
批
判
し
、
反
対
し
、
告
発
す
る
こ
と
〞
が
知
識

人
の
仕
事
で
あ
る
と
す
る
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
態
度
は
果
た
し
て
不
器
用
な
ま
で
に
一
途
で
あ
り
、
見
方

を
変
え
れ
ば le C

hevalier de L
a M

anche 

を
髣
髴
さ
せ
る
、「
く
そ
真
面
目
」以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

彼
は
『
言
葉
』
で
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。《
久
し
く
私
は
ペ
ン
を
剣
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
私
は
わ
れ
わ
れ
の
無
力
を
悟
っ
た
》

と（
13
）。

し
か
し
、
彼
は
間
違
っ
て
い
た
。
サ
ル
ト
ル
に
は
無
力
ど
こ
ろ
か
大
い
な
る
影
響
力
が
や
は
り
残
っ
て
い
た
。
野
辺
の
送
り
に
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際
し
て
、
彼
を
憎
ん
だ
す
べ
て
の
人
々
が
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
墓
地
へ
足
を
運
ん
だ
。
本
当
は
皆
彼
を
愛
し
て
い
た
の
だ
。
一
九
八
〇
年

一
月
二
十
日
ロ
ン
ド
ン
・
サ
ン
デ
ー
・
タ
イ
ム
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
と
同
様
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
一
流
メ
デ
ィ
ア
に
奉
仕
す
る

〝
新
知
識
人
〞
た
ち
は
、
彼
ら
の
父
祖
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
死
ん
だ
の
で
あ
り
、
私
生
活
こ
そ
が
文
学
の
称

揚
に
相
応
し
い
と
看
做
し
て
い
る
、
と
報
じ
た
。
が
、
ま
さ
に
そ
の
日
、
当
の
若
者
達
が
自
然
発
生
的
に
パ
リ
の
街
路
に
集
ま
り
、

五
万
人
の
集
団
と
な
っ
て
パ
リ
市
内
を
行
進
し
哀
悼
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
よ
り
年
配
の
大
人
た
ち
も
五
万
人
の
集
団

と
な
っ
て
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
へ
の
葬
列
に
加
わ
っ
た
と
聞
き
及
ぶ
。

　

こ
う
し
た
「
く
そ
真
面
目
の
精
神
」
は
彼
の
倫
理
観
に
も
現
れ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
『
存
在
と
無
』
第
一
部
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

に
よ
る
「
非
本
来
性
」
か
ら
「
本
来
性
」
へ
の
移
行
の
最
初
の
動
機
と
し
て
の
〔
不
安
〕〔
良
心
の
呼
び
声
〕〔
罪
責
感
〕
等
の
記
述

に
は
、
倫
理
学
を
存
在
論
的
に
基
礎
付
け
る
意
図
が
露
骨
に
見
え
す
ぎ
る
と
語
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
彼
の
「
本
来
性
」
を
め
ぐ
る

思
索
も
多
分
に
倫
理
的
な
考
察
で
あ
る
。

　
「
本
来
性
」
に
つ
い
て
の
省
察
が
頻
繁
に
散
見
さ
れ
る
の
は
『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ（

14
）』

に
お
い
て
で
あ
る
。
メ
モ
の
全
般
に
わ
た
っ

て
、
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
作
中 authentique 

本
来
的
、authenticité 

本
来
性
、inauthentique 

非
本
来
的
、inauthenticité 

非

本
来
性
な
ど
の
語
彙
が
間
断
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
。
一
九
三
九
年
九
月
一
日
ド
イ
ツ
軍
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
た
翌
日
仏
英
が
ド

イ
ツ
に
対
し
宣
戦
を
布
告
し
、
更
に
そ
の
翌
日
九
月
二
日
サ
ル
ト
ル
は
動
員
さ
れ
十
一
日
に
は
マ
ル
ム
チ
エ
と
い
う
ア
ル
ザ
ス
の
寒

村
で
後
方
任
務
に
就
く
。『
メ
モ
』
は
そ
の
時
点
か
ら
捕
虜
に
な
る
ま
で
の
九
ヶ
月
に
及
ぶ
軍
隊
生
活
の
日
誌
で
あ
る
。
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第
二
部
「
自
由
の
希
求
」
で
は
サ
ル
ト
ル
の
長
編
小
説 

『
自
由
へ
の
道
』
と
戯
曲
『
悪
魔
と
神
』
の
両
作
品
を
分
析
し
、
彼
が
作

品
上
で
表
現
し
た
「
自
由
」
に
馳
せ
た
想
い
の
一
端
を
探
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
自
由
は
ド
ラ
マ
と
い
う
状
況
内
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
自
由
で
あ
っ
て
、「
対
自
の
存
在
そ
の
も
の
が
自
由
で
あ
る
」「
自
由
と
は
無
を
分
泌
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
間
存

在
の
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」「
自
由
で
あ
る
と
は
、
自
由
で
あ
る
べ
く
呪
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」「le fait de ne pas 

pouvoir ne pas être libre 

自
由
で
あ
ら
ぬ
こ
と
が
不
可
能
な
事
実
が
自
由
の
事
実
性
で
あ
り
、le fait de ne pas pouvoir ne pas 

exister 

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
事
実
が
自
由
の
偶
然
性
で
あ
る
」
等
々
の
自
由
の
タ
ー
ム
を
巡
る
定
義
で
は

な
い
。

　

極
め
て
単
純
な
図
式
的
分
析
を
提
示
す
れ
ば
、『
自
由
へ
の
道
』
三
部
作 trilogie 

は
、
や
る
気
の
無
い
男
（hom

m
e de 

m
auvaise volonté

）
が
真
の
世
界
（M

onde réel

）
を
発
見
し
て
ゆ
く
叙
事
詩
で
あ
る
。
戦
争
・
戦
闘
を
き
っ
か
け
に
一
人
の
人

間
が
、
入
眼
時
の
物
語
の
臨
床
的
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
終
止
符
を
打
つ
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
ま
た
参
加
（
関
与
）
以
前
の
自
由
と
、
以
降

の
自
由
の
対
比
が
戦
闘
を
境
目
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
物
語
と
も
言
え
る
。

　

ま
た
、『
悪
魔
と
神
』
も
十
六
世
紀
初
頭
の
「
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
」
が
舞
台
で
あ
る
。「
自
由
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
を
創
作
す

る
に
あ
た
っ
て
、「
戦
争
」
と
の
対
比
が
効
果
的
で
あ
る
と
は
誰
し
も
が
思
い
つ
く
発
想
で
は
あ
る
が
、
よ
り
以
上
に
サ
ル
ト
ル
は

こ
れ
ら
両
作
品
が
自
由
を
希
求
し
、
自
由
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
戦
争
と
い
う
形
で
提
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
部
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
小
説
技
法
の
側
面
か
ら
サ
ル
ト
ル
の
作
品
に
託
し
た
意
図
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・
イ
ッ
ト
は
プ
レ
イ
ア
ッ
ド
版
『
サ
ル
ト
ル
全
集
』
の
序
文
で D

ans la N
ausée dom

ine le collage

：『
嘔
吐
』
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を
形
成
す
る
も
の
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
様
々
な
素
材
を
切
り
貼
り
す
る
手
法
）
で
あ
る
、
と
し
て
い
る（

15
）。

彼
女
（G

eneviève Idt

）
の

見
解
を
要
約
す
る
と
、「
サ
ル
ト
ル
に
は
周
囲
の
様
々
な
文
体
を
取
り
込
ん
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
柔
軟
性
と
模
倣
の
能
力
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
作
品
全
体
を
巨
大
な
パ
ラ
ン
プ
セ
ス
ト
（
文
字
を
消
し
た
あ
と
に
、
そ
の
上
か
ら
新
た
に
文
字
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
過
去

の
文
字
が
か
す
か
に
透
か
し
見
え
る
写
本
）
に
仕
立
て
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
自
覚
の
引
用
と
剽
窃
、
暗
黙
の
参
照
と
借

用
、
模
倣
と
パ
ロ
デ
ィ
ー
等
の
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
混
合
か
ら
な
る
二
次
的
文
学
が
再
生
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
巧
ま
ざ

る
技
法
が
〝
前
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
新
し
い
〞
と
い
う
印
象
を
与
え
る
秘
密
を
醸
成
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
慧

眼
は
、
こ
の
作
品
が
過
去
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
中
か
ら
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
場
面
を
借
用
し
、
本
当
の
も
の
も
あ
れ
ば
偽
物
も
あ
る

が
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
模
倣
も
含
め
て
、
そ
う
し
た
も
の
の
引
用
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
手
法
を
可
能
に
す
る
も
の
は
サ
ル
ト
ル
の
幼
少
時
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
該
博
な
知
識
と
読
書
の
幅
の
広
さ
、

ま
た
緻
密
な
読
み
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
こ
の
作
品
の
主
人
公
の
名
前
ロ
カ
ン
タ
ンR

oquentin 

の
普
通
名
詞roquentin

の
語
彙
的
意

味
は
〝
若
者
ぶ
る
お
か
し
な
老
人
〞〝
風
刺
的
シ
ャ
ン
ソ
ン
を
唄
う
歌
手
〞
あ
る
い
はB

loch

や W
arterburg 

の
辞
書
で
は
〝
老
い

た
軍
人
〞で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
様
々
な
典
籍
を
渉
猟
し
て
語
彙
の
来
歴
を
辿
っ
た
上
で
、
お
ど
け
た
者
の
象
徴
的
意
味（
人
に
い
っ

ぱ
い
食
わ
せ
、
人
を
騙
す
人
間
）
を
込
め
て
主
人
公
の
名
前
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
先
行
す
る
作
品
や
同
時
代

の
他
の
作
家
の
作
品
に
関
す
る
周
到
な
調
査
、
綿
密
な
下
調
べ
、
該
博
な
知
識
は
大
い
に
創
作
に
有
用
な
資
質
で
あ
る
。
但
し
そ
の

資
質
は
彼
の
作
品
を
聊
か
主
知
主
義
的
な
も
の
に
仕
立
て
上
げ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
想
像
力
の
飛
翔
を
阻
む
傾
向
を
招
来
す
る
こ
と

に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
何
事
も
ゆ
る
が
せ
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
癖
が
、
彼
を
し
て
斬
新
で
流
行
し

て
い
る
創
作
技
法
の
採
用
に
駈
り
た
て
た
と
思
わ
れ
る
。『
嘔
吐
』
に
お
け
る
セ
リ
ー
ヌ
風
の
文
体
、『
自
由
へ
の
道
』
の
ド
ス
・
パ
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ソ
ス
流
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
採
用
な
ど
は
時
代
の
モ
ー
ド
（
流
行
）
で
あ
り
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
そ
う

し
た
こ
と
は
彼
の
何
も
の
も
見
落
と
す
こ
と
の
出
来
な
い
資
質
と
性
癖
に
由
来
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
ノ
ル
マ
リ
ア

ン
と
し
て
の
矜
持
も
手
伝
っ
て
、
守
備
範
囲
の
全
領
域
で
常
に
前
衛
に
位
置
す
る
こ
と
を
無
意
識
的
に
自
ら
に
課
し
て
い
た
と
も
見

え
る
サ
ル
ト
ル
は
、
表
現
の
領
域
に
お
い
て
も
斬
新
を
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
前
衛
に
セ
リ
ー
ヌ
の

文
体
が
あ
っ
た
。

　

サ
ル
ト
ル
が
糞
便
論
的
記
述
を
多
用
し
た
の
は
、
セ
リ
ー
ヌ
の
影
響
、
あ
る
い
は
セ
リ
ー
ヌ
の
模
倣
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

「
同
じ
時
代
的
気
分
を
共
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
来
る
類
似
で
あ
る
」
と
ア
ン
ナ
・
ボ
ス
ケ
ッ
テ
ィ
は
言
い（

16
）、

ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー

ヴ
・
イ
ッ
ト
も
セ
リ
ー
ヌ
の
出
現
が
、
元
々
彼
が
願
っ
て
い
な
が
ら
実
行
を
躊
躇
っ
て
い
た
猥
褻
・
猥
雑
な
文
章
の
執
筆
に
お
墨
付

き
を
与
え
た
の
で
あ
る
と
語
る
が
、
影
響
で
あ
れ
時
代
の
気
分
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の écriture scatologique 

へ
の

異
様
な
執
着
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
嘗
て
ボ
ワ
デ
ッ
フ
ル
は
《
ロ
カ
ン
タ
ン
は
世
界
の
猥
褻
さ
か
ら
逃
れ

た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
》
と
語
っ
た
が（

17
）、

サ
ル
ト
ル
自
身
も
猥
褻
さ
か
ら
逃
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
等
を
念
頭
に
置
き
な

が
ら
、
彼
の
ス
カ
ト
ロ
ジ
ッ
ク
な
表
現
の
群
林
に
分
け
入
っ
て
み
よ
う
。

　

次
に
第
三
章
で
は
、
作
品
『
嘔
吐
』
に
サ
ル
ト
ル
が
「
緒
言
」
を
付
し
た
意
図
を
、
併
せ
て
技
法
上
の
問
題
と
し
て
提
示
し
、
そ

こ
か
ら
如
何
な
る
意
味
が
読
み
取
れ
る
か
、
よ
り
具
体
的
に
は paratexte 

と
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
称
す
る
「
本
」
と
し

て
の
小
説
作
品
の
テ
ク
ス
ト
以
外
の
衣
装
に
作
者
が
託
し
た
想
い
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

　

第
四
部
「
サ
ル
ト
ル
の
他
者
観
」　　

人
間
関
係
を
意
識
相
互
の
敵
対
的
対
決
の
相
に
見
る
サ
ル
ト
ル
の
他
者
観
を
分
析
す
る
に
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あ
た
り
、
第
一
章
で
は
先
ず
他
者
の regard

「
眼
差
し
」
か
ら
説
き
起
こ
す
彼
流
の
「
視
線
の
哲
学
」
が
文
学
作
品
の
上
で
は
ど
の

よ
う
に
料
理
さ
れ
て
い
る
か
を
小
説
『
自
由
へ
の
道
』、
劇
作
『
悪
魔
と
神
』
な
ど
を
中
心
に
精
査
す
る
。
次
い
で
、
第
二
章
で
は

サ
ル
ト
ル
の
「
他
者
性
」
の
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
〝
眼
差
し
〞
の
基
本
的
な
意
味
、
機
能
、
構
造
を
『
存
在
と
無
』
に
探
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
流
の
他
者
意
識
が
ど
の
程
度
ま
で
本
来
的

0

0

0

で
有
効
性
を
持
ち
う
る
の
か
、
ま
た
十
全
な
る
説
得
性
に
堪
え
う
る

の
か
を
検
証
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

結
局
、
実
存
的
精
神
分
析
学
に
負
う
と
こ
ろ
の
サ
ル
ト
ル
の
他
者
意
識
（
小
説
作
品
で
は
し
ば
し
ば
偏
執
的
強
迫
観
念
の
ご
と
き

も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
）
は
、
人
間
関
係
を
意
識
相
互
間
で
眼
差
し
を
差
し
向
け
合
う
敵
対
関
係
の
構
造
と
捉
え
る
こ
と
に

始
ま
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
構
図
の
な
か
で
は
相
互
主
観
性
の
せ
め
ぎ
合
い
と
い
う
形
で
し
か
人
間
の
意
識
は
捉
え
き
れ
な
い

の
で
、
そ
の
時 m

oi-sujet

〝
主
観
―
私
〞
は
必
然
的
に autrui-sujet

〝
主
観
と
し
て
の
他
者
〞
の
〝
被
害
者
〞
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
シ
ェ
マ
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ aliénation 

自
己
疎
外
が
小
説

作
品
中
多
分
に
偏
執
的
強
迫
観
念
の
形
で
表
れ
る
所
以
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
観
念
は
妄
想
的
表
情
を
帯
び
て
お

り
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
た
登
場
人
物
に
は
、
い
わ
ば
被
害
妄
想
に
触
発
さ
れ
た
〝
被
害
者
願
望
〞
す
ら
読
み
取
れ
る

性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
来
の
実
存
主
義
が
伝
統
的
に
志
向
す
る
、
人
間
内
部
の
暗
黒
面
を
好
ん
で
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
る
傾
向

の
あ
る
サ
ル
ト
ル
の
思
索
の
ベ
ク
ト
ル
は
不
安
、
被
投
性
、
絶
望
、
限
界
状
況
と
い
っ
た
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
彼
の
文
学
作

品
を
構
成
す
る
要
素
と
な
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
、
あ
る
い
は
人
生
の négatif 

な
領
域
に
対
す
る
彼
の
指
向
性
と
嗜
好
性
は
サ
ル

ト
ル
の
手
に
な
っ
た
数
編
の biographies 

に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
』『
う
ち
の
馬
鹿
息
子
』
な
ど
の
作
品
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に
窺
え
る
伝
記
モ
デ
ル
の
選
択
に
は
、
夫
々
の
人
物
の
幼
少
時
の
〝
古
傷
〞
が
大
い
な
る
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
個
人
史
初

期
の
実
存
的
（
不
幸
な
）
境
涯
、
ト
ラ
ウ
マ
を
痕
跡
と
し
て
引
き
摺
る
可
能
性
の
あ
る
、
他
人
に
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
秘
所
的
部
分

か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
そ
の
秘
密
を
無
残
か
つ
残
酷
に
暴
き
な
が
ら
、
そ
の
人
物
を
分
析
す
る
手
法
を
サ
ル
ト
ル
は
採
用
す
る
。
こ

の
よ
う
な
不
幸
な
境
涯
を
殊
更
に
照
射
す
る
彼
の
性
癖
は
弱
者
（
例
え
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
）
救
済
の
思
想
や
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
の

思
索
に
つ
な
が
る
。
何
故
な
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
や
ユ
ダ
ヤ
人
は
サ
ル
ト
ル
の
目
か
ら
み
れ
ば
世
界
的
規
模
の 〝
他
者
〞
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
毀
誉
褒
貶
は
あ
る
に
し
て
も
、
弱
者
救
済
の
視
点
を
生
涯
変
え
る
こ
と
の
な
か
っ
た
彼
の
資
質
は
評
価
に
値

す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

第
四
章
で
扱
う
の
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
他
者
」
観
が
「
愛
」
の
観
念
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

　
『
存
在
と
無
』
第
二
部
第
三
章
�
他
者
に
対
す
る
第
一
の
態
度
�
に
お
い
て
彼
は
「
愛
」
と
他
者
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

「
例
え
ば
、
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ズ
ー
が
惚
れ
薬
の
せ
い
で
互
い
に
無
我
夢
中
に
な
る
場
合
、
そ
れ
は
相
互
に
相
手
の
全
面
的
服
従
を

意
味
す
る
が
ゆ
え
に
、
却
っ
て
恋
人
の
愛
を
殺
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合 L

e but est dépassé 

目
標
が
追
い
越
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
自
分
の
愛
す
る
人
が
自
動
人
形
に
変
じ
て
し
ま
え
ば
自
分
は
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
事
物
を
所
有

す
る
要
領
で
相
手
を
所
有
し
た
い
の
で
は
な
く
、
自
由
と
し
て
の
一
つ
の
自
由
を
手
に
入
れ
た
い
の
で
あ
る
」
と（

18
）。

　

サ
ル
ト
ル
は
「
愛
」
の
観
念
の
ベ
ー
ス
に
は propriété
《
所
有
》、appropriation

《
我
有
化
》
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
す
る
。

ゆ
え
に
サ
ル
ト
ル
の
見
方
を
是
と
す
れ
ば
「
恋
愛
」
は
互
い
に
相
手
の
自
由
を
奪
お
う
と
す
る
ゲ
ー
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
私
が
他
人
（
愛
す
る
対
象
）
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
は l ’autre-objet

「
対
象
―
他
人
」
で
は
な
く
、l’autre-

regardant

「
眼
差
し
を
向
け
る
者
と
し
て
の
他
人
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
象
に
こ
そ
私
は
自
分
を
同
化
し
た
い
と
願
う
の
で
あ
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る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ル
ト
ル
の
「
愛
」
は
「
対
他
―
存
在
」
の
根
源
的
な
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の conflit 

相
克
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
で
考
察
さ
れ
る
の
で
、
恋
愛
は
互
い
に
相
手
の
自
由
を
奪
い
合
う
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
構
造
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
相
克
は
果
て
し

な
く
継
続
す
る
の
で
、
他
者
（
愛
す
る
人
）
と
の
合
一
は
実
現
不
可
能
と
な
る
。
か
く
て
、
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
は
こ
の
実
現
不
可

能
な
理
想
こ
そ
が
「
愛
」
の
理
想
で
あ
り
、
愛
の
動
機
で
あ
り
、
ま
た
愛
の
目
的
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
な
「
愛
」
の
観
念
に
は
「
奪
う
愛
」
以
外
の
、
例
え
ば
仏
教
の
「
慈
悲
」
に
似
た
「
与
え
る
愛
」
も
厳

然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
項
で
は
、
そ
う
し
た
も
の
と
の
対
比
に
お
い
て
も
併
せ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

第
五
部
「
時
代
と
思
想
」
は
サ
ル
ト
ル
の
比
較
的
初
期
活
動
期
の
モ
ー
ド
で
あ
っ
た
文
学
的
ま
た
は
政
治
思
想
的
テ
ー
マ
の
分
析

と
考
察
で
あ
る
。

　

第
一
章
は
当
時
流
行
し
た absurdité 
「
不
条
理
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
何
で
あ
っ
た
の
か
を
カ
ミ
ュ
、
マ
ル
ロ
ー
、
サ
ル
ト
ル
の

夫
々
代
表
的
な
作
品
に
窺
い
、
そ
の
実
体
を
検
証
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

ラ
テ
ン
神
学
上
重
要
な
〝
三
位
一
体
〞
を trinitas 
と
い
う
用
語
に
定
め
た
と
さ
れ
る
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス（

19
）は

「
不
条
理
で
あ
る
が

ゆ
え
に
私
は
信
じ
る
」
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
「
不
条
理
」
と
い
う
言
葉
の
出
自
と
性
格
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
側
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
解
釈
で
あ
る
「
三
位
」
す
な
わ
ち
〝
神
〞〝
イ
エ

ズ
ス
〞〝
聖
霊
〞
と
い
う
三
つ
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
於
い
て
神
は
存
在
す
る
と
い
う
考
え
は
、
皮
相
的
な
見
方
に
よ
っ
て
は
一
神
教
と
は

言
え
な
い
。
つ
ま
り
三
位
一
体
を
め
ぐ
る
解
釈
そ
の
も
の
に
「
不
条
理
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
位
一
体
を
明
確
に

説
明
で
き
た
暁
に
は
、
神
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
恐
れ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
理
論
で
説
明
の
つ
く
も
の
は
人
間
理
解
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の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
説
明
に
成
功
し
た
人
間
が
、
説
明
さ
れ
た
も
の
（
こ
の
場
合
は
神
）
の
上
位
に
立
つ
こ
と

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

説
明
不
能
な
部
分
、
論
理
的
明
証
性
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
「
不
条
理
」
と
い
う
な
ら
、
聖
母
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
を

は
じ
め
、
病
者
を
癒
し
、
水
を
ワ
イ
ン
に
変
え
、
湖
の
上
を
歩
き
、
つ
い
に
は
死
後
復
活
し
て
パ
ウ
ロ
に
現
れ
た
イ
エ
ズ
ス
の
数
々

の
奇
跡
の
す
べ
て
が
明
証
性
の
外
に
あ
る
が
ゆ
え
に
「
不
条
理
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
タ
ー
ム
の
出

自
は
、《
不
条
理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
信
じ
る
》
に
値
す
る
、
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
を
も
つ
も
の
と
言
え
そ
う
だ
。

　

人
間
理
性
に
至
上
権
を
与
え
、
理
性
信
仰
の
権
化
と
な
っ
た
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
パ
ス
カ
ル
が
〝
人
間
理
性
の
限
界
性
〞
を
説

い
た
の
は
、
人
間
の
理
性
の
脆
弱
性
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
に
よ
る
い
か
に
完
璧
と
見
え
る
論
理
も 

relatif 

相
対
的
（
不
完
全
）
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
思
い
至
り
、
絶
対
的
な
も
の
、
無
限
に
確
実
な
も
の
を
求
め
て
パ
ス
カ
ル

は
科
学
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
が
『
反
抗
的
人
間
』
の
冒
頭
を Il y a des crim

es des passions et des crim
es de logique （

20
）.

《
激
し
い

情
念
の
（
犯
）
罪
と
論
理
に
よ
る
（
犯
）
罪
が
あ
る
》
と
い
う
文
言
で
切
り
出
し
た
と
こ
ろ
の crim

es de logique

〝
論
理
の
罪
〞

と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
パ
ス
カ
ル
的
な
想
い
の
流
れ
の
上
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
論
理
の
整
合
性
」
が
万
能
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
が
却
っ
て
不
幸
や
悪
を
招
来
す
る
道
具
と
も
な
る
危
険
性
を
視
野
に
収
め
た
「
不
条
理
」
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
利
己
的
欲
望
や
執
着
は
無
自
覚
の
ま
ま
に
、
欲
望
充
足
の
目
標
に
向
か
う
〝
合
目
的
理
論
〞
を
作
り

上
げ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
〝
正
義
論
〞
も
ま
た
そ
の
謗
り
を
免
れ
え
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
折
、
ダ
ン
ト
ン
、
マ

ラ
ー
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
ら
の
立
役
者
と
並
び
、
平
凡
な
一
市
民
に
過
ぎ
な
か
っ
た
エ
ヴ
ァ
リ
ス
ト
・
ガ
ム
ラ
ン
が
〝
真
理
を
探
究
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す
る
〞
の
あ
ま
り
に
〝
血
に
飢
え
た
神
々
〞
と
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
『
神
々
は
渇
く
』
に
お
い
て
示
し

て
い
る
。
真
理
も
ま
た
そ
の
素
材
は
人
間
理
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
や
人
間
個
人

の
内
部
に
も
「
不
条
理
」
は
あ
る
、
と
言
う
よ
り
、「
社
会
」
そ
の
も
の
、「
人
間
」
そ
の
も
の
が
「
不
条
理
」
で
出
来
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。

　

第
二
章
で
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
後
年
〝
私
自
身
は
不
安
を
覚
え
た
こ
と
が
な
い
〞
と
語
り
、
わ
れ
わ
れ
を
煙
に
巻
い
た
サ
ル
ト

ル
の
実
存
的
「
不
安
」
の
正
体
と
、
そ
の
思
想
的
意
味
合
い
を
分
析
・
検
討
す
る
。

　

パ
ス
カ
ル
は
信
仰
の
な
い
人
間
の
精
神
状
態
は
「
定
め
な
さ
」「
嫌
気
」「
不
安
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、『
パ
ン
セ
』

に
お
い
て
「
人
間
の
む
な
し
さ
」
を
暴
き
出
し
た
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
人
間
は
気
を
紛
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
に
か
誤
魔
化
し

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
快
楽
や
野
心
の
追
求
で
幸
福
感
を
味
わ
お
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
所
詮
偽
り
の
幸
福
で
あ
っ
て 

divertissem
ent

〝
気
晴
ら
し
〞に
す
ぎ
な
い
。
パ
ス
カ
ル
の
目
に
は
学
問
さ
え
も
気
晴
ら
し
と
し
か
映
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の「
空

し
さ
」
は
神
な
き
人
間
の
「
悲
惨
」
で
あ
り
、
こ
の
悲
惨
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
人
間
は
更
な
る
気
晴
ら
し
を
求
め
る
の
だ
が
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
一
層
人
間
は
悲
惨
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
パ
ス
カ
ル
は
人
々
を
心
底
か
ら
動
揺
さ
せ
、
自
己
の

「
不
安
」
に
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
を
企
て
た
。

　

十
九
世
紀
に
な
る
と
パ
ス
カ
ル
的
断
章
で
表
現
さ
れ
た
「
不
安
」
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
る
実
存
的
「
不
安
の
概
念
」
と
し
て
、

よ
り
明
確
な
形
を
整
え
る
。
そ
れ
は
「
罪
」
の
前
の angoisse 
不
安
、
つ
ま
り
世
界
の
す
べ
て
の
現
象
を
「
原
罪
の
相
の
下
に
」

観
る
不
安
と
な
り
、
そ
の
特
徴
は
自
由
の
前
の
不
安
で
あ
る
と
し
た
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
う
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
定
義
を
逆
手
に

と
っ
て C

’est dans l ’angoisse que l ‘hom
m

e prend conscience de sa libérté ou, si l ’on préfère, l ’angoisse est le m
ode d ’être 
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de la libérté com

m
e conscience d ’être... （

21
）《

人
間
が
自
由
に
気
づ
く
（
自
由
を
意
識
す
る
）
の
は
「
不
安
」
に
お
い
て
で
あ
り
、

自
由
が
存
在
意
識
と
し
て
の
自
由
の
あ
り
方
で
あ
る
》
と
し
た
。
サ
ル
ト
ル
は
「
自
由
」「
選
択
」「
不
安
」
の
三
単
一
が
「
対
自
存

在
」
の
有
り
様
で
あ
る
と
し
て
彼
流
の
「
不
安
」
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

最
終
章
で
の
考
察
対
象
は
一
九
四
八
年
初
演
の
サ
ル
ト
ル
の
劇
作
『
汚
れ
た
手
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
彼
は
政
治
活
動
の
末
端

に
携
わ
る
一
つ
の
実
存
の
境
涯
を
余
す
と
こ
ろ
無
く
端
整
に
描
い
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
も
当
作
品
は
傑
作
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。com

m
uniste 

党
員
で
あ
り
活
動
家
で
も
あ
る
主
人
公
は
党
中
央
の
指
令
の
ま
ま
に
直
接
行
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る 

agent 

手
先
（
刺
客
）
で
あ
る
が
、
彼
は
ロ
ボ
ッ
ト
で
な
く
、
感
情
、
理
性
、
知
性
を
備
え
た
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
従
っ
て
任
務

遂
行
に
直
面
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
煩
悶
も
相
克
も
生
じ
る
わ
け
で
、
こ
こ
に
人
間
意
識
の dualité 

二
重
性
の
悲
劇
、
意
識
の
分

裂
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
人
間
の
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
る
。protagoniste 

主
役
の
ユ
ゴ
ー
が
青
年
知
識
人
に
設
定
さ
れ
た
の
は
蓋
し
妙

案
で
あ
る
。
青
白
き
イ
ン
テ
リ
に
こ
そ
煩
悶
や
精
神
的
葛
藤
は
相
応
し
い
。
そ
し
て
こ
の
設
定
は
別
の
〔
労
働
者
・
一
般
大
衆
〕

v.s.

〔
知
識
人
〕
の
対
立
と
い
う
副
次
的
テ
ー
マ
（
知
識
人
の
疎
外
の
問
題
）
を
奏
で
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
を
分
析

す
る
た
め
に
『
奇
妙
な
戦
争
の
メ
モ
』
を
再
度
援
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

次
に
こ
の
作
品
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
の
政
治
的
・
思
想
的
見
解
と
主
張
が
戯
曲
の
内
容
と
直
接
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
サ
ル
ト
ル
の com

m
unism

e 

観
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
あ
る
程
度
ふ
ま
え
て
お
く
こ
と
が

前
提
条
件
と
思
わ
れ
た
の
で
、
一
九
五
〇
年
代
半
ば
時
点
の
見
解
と
し
て
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
亡
霊
』
に
そ
れ
ら
を
求
め
た
。
そ
の
著

作
に
お
い
て
サ
ル
ト
ル
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
赤
軍
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
侵
攻
と
、「
目
的
が
手
段
を
正
当
化
す
る
」
革
命
理
論
に
よ
っ
て
労
働

者
の
命
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
容
認
す
る
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
を
批
判
し
た
。
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
頃
フ
ラ
ン
ス
言
論
界
を
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賑
わ
せ
て
い
た terreur 〔
恐
怖
政
治
〕と cam

p

〔
強
制
収
容
所
〕の
存
在
に
関
す
る
言
及
が
余
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

既
に
大
戦
中
か
ら
、
ソ
連
内
部
の
こ
う
し
た
現
状
は
洩
れ
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
終
戦
後
は
相
当
部
分
が
明
る
み
に
出
さ
れ

（
例
え
ば
一
九
五
〇
年
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
レ
・
タ
ン
・
モ
デ
ル
ヌ
』
紙
で
、
ソ
連
に
お
け
る
強
制
収
容
所
の
存
在
を
告
発

す
る
論
説
：L ’ U

. R
. S. S. et les cam

ps 

を
発
表
し
て
い
る
）、
四
〇
年
代
五
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
界
の
言
論
を
沸
騰
さ
せ

て
い
た
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
強
制
収
容
所
の
存
在
を
非
難
す
る
の
は
一
九
六
二
年
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン
が
『
イ
ヴ
ァ
ン
・
デ

ニ
ー
ソ
ヴ
ィ
チ
の
一
日
』
を
著
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
与
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
唯
一 com

m
unism

e 

を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
運
動
と
は
一

線
を
画
し
通
し
た
サ
ル
ト
ル
の
ス
タ
ン
ス
の
意
味
を
も
併
せ
て
考
え
る
に
際
し
て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
い
う
東
側
陣
営
の
全
体
主
義
国

家
で
少
壮
期
を
送
っ
た
経
験
を
も
つ
ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
の L ’hom

m
e dépaysé 

『
国
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
男
』
が
提
示

す
る totalitarism

e 「
全
体
主
義
」、terreur 「
恐
怖
政
治
」、cam

p 「
強
制
収
容
所
」
の
何
た
る
か
の
報
告
を
真
摯
に
受
け
止
め
な
が

ら
、
そ
れ
と
の
対
比
に
お
い
て
考
察
す
る
。

　

ま
た
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
政
治
思
想
の
有
り
様
を
極
め
て
簡
略
に
紹
介
し
て
お
こ

う
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
す
で
に
そ
の
兆
し
は
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
戦
後
に
な
る
と
ソ
連
内
部
の
、「
全
体

主
義
体
制
」の
現
状
が
露
呈
化
し
、
知
識
人
の
な
か
に
は anti-com

m
unism

e 

に
傾
く
者
が
少
な
か
ら
ず
出
て
く
る
。
密
告
、
追
放
、

強
制
収
容
所
送
り
、
拷
問
、
暴
力
、
虐
殺
等
の
実
体
が
明
る
み
に
出
さ
れ
、
そ
こ
に m

illénarism
e

《
千
年
王
国
説
》
の
理
想
で
あ

る É
tat hom

ogène et universel

《
均
質
的
で
普
遍
的
な
国
家
》
実
現
の
夢
を
託
し
て
い
た
人
々
を
幻
滅
さ
せ
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ

ツ
に
代
表
さ
れ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
対
蹠
的
な
位
置
に
あ
っ
て
、
百
八
十
度
異
な
る
〝
理
想
〞
の
体
制
と
思
わ
れ
て
い
た 



24　

序論 　爆発するエンジン　サルトル
com

m
unism

e 

国
家
の
実
情
報
告
に
よ
っ
て
、 com

m
unism

e 

と fascism
e 

を
同
一
視
す
る
人
々
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

う
し
た
動
向
に
少
な
か
ら
ず
拍
車
を
か
け
た
小
説
が
あ
っ
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
生
ま
れ
の
作
家
ア
ー
サ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
の
『
ゼ
ロ
と

無
限
』
で
あ
る
。
モ
ス
ク
ワ
裁
判
に
取
材
し
た
こ
の
作
品
は
一
九
四
五
年
フ
ラ
ン
ス
語
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン

テ
ィ
が
こ
れ

0

0

に
批
判
的
考
察
を
試
み
て H

um
anism

e et Terreur 

を
著
し
た
の
は
そ
の
頃
で
あ
る
。
過
激
マ
ル
ク
ス
主
義
的
ヘ
ー
ゲ

ル
論
者
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
生
徒
で
あ
っ
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
著
書
に
お
い
て violence progressive

《
進

歩
的
暴
力
》
理
論
を
展
開
し
、
革
命
の
た
め
の
暴
力
を
一
時
的
に
容
認
す
る
の
で
あ
る（

22
）。H

um
anism

e et Terreur 『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
恐
怖
政
治
』
に
お
け
る
「
暴
力
」
に
関
す
る
彼
の
主
張
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
概
略
を
紹
介
す
る
。「
非
暴

力
の
リ
ベ
ラ
ル
な
原
則
は
政
治
的
弁
別
の
基
準
と
し
て
は
全
く
役
に
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
万
一
こ
の
観
点
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ

ズ
ム
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
同
一
視
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
か
ら
で
あ
る
…
…

現
在
ど
こ
に
お
い
て
も
人
間
が
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
無
い
。
世
界
中
ど
こ
で
も
主
人
と
奴
隷
、〝
死
刑
執
行
人
と

犠
牲
者
〞は
存
在
す
る
。
従
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
よ
り
も
価
値
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
」と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
こ
で
ポ
ン
テ
ィ
は
《
未
来
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
》
か
、
そ
れ
と
も
《
現
在
の
恐
怖
政
治
》
か
、
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
は
、
歴
史
の
発
展
の
た
め
で
あ
れ
ば
人
間
の
苦
し
み
は
そ
れ
自
体 dont on puisse faire 

abstraction 

捨
象
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
い
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
』
に
よ
る
と
、
歴
史
と
は
絶
対
者
が
自
己
の
本
質
を
実
現
し
て
ゆ
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
世
界
史

の
発
展
を
支
配
し
て
い
る
の
は
世
界
精
神
（
神
の
摂
理
）
で
あ
り
、
世
界
史
は
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
目
的
論
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
よ
う
な
歴
史
的
英
雄
も
、
目
標
実
現
の
た
め
に
あ
る
段
階
で
採
用
さ
れ
た
操
り
人
形
（
道
具
）
に
す
ぎ



　25

な
い
。
従
っ
て
、
個
人
が
不
正
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
普
遍
の
歴
史
と
発
展
に
は
関
係
な
い
の
で
あ
っ
て
、
個

人
は
歴
史
の
奴
隷
や
道
具
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
高
慢
な
汎
神
論
的
体
系
の

な
か
に
は
罪
の
意
識
も
不
安
も
絶
望
も
、
情
熱
も
冒
険
も
出
て
こ
な
い
。
生
き
て
い
る
現
実
的
人
間
＝
実
存
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
」

と
し
て
批
判
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
見
解
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
源
を
発
す
る
〝
主
人
〞
と
〝
奴
隷
〞
の
弁
証
法
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
つ
い
て
の

マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
一
九
三

三
年
〜
一
九
三
九
年
に
か
け
て H

autes É
tudes 

で
行
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
関
す
る
講
義
の
枠
組
み
に
属
す
る
も

の
で
あ
っ
た（

23
）。

そ
し
て
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
ル
ネ
ー
ル
に
よ
る
と
〝L

e H
egel 

présenté par K
ojève était un H

egel ultram
arxisé

〞
超
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た（

24
）。

革
命
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
大
テ
ー
マ
を
蘇
生
さ
せ
る
熱
情
と
意
図
を
持
つ
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
講
義
に
よ
っ
て
、
一
旦 anti-com

m
unism

e 

に
傾
き
か
け
た
知
識

人
世
論
の
振
り
子
は
、
さ
ら
に anti-anticom

m
unism

e 

に
振
り
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
当
時
の
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
の
教
え
子
に
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
サ
ル
ト
ル
ら
の
よ
う
に
師
の
敷
い
た
路
線
を
そ
の
ま
ま

歩
む
者
も
い
た
が
、
ガ
ス
ト
ン
・
フ
ェ
ッ
サ
ー
ル
や
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の
よ
う
に
後
に anti-anticom

m
unism

e 

に
対
抗
す
る
論

客
と
な
る
知
識
人
も
い
た
。
ア
ロ
ン
は
そ
の
著 L ’opium

 des intellectuels 

『
知
識
人
の
阿
片
』
で
こ
う
語
る
。《
マ
ル
ク
ス
主
義
者

た
ち
の
い
う
革
命
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は le conception m

êm
e

〝
観
念
そ
の
も
の
〞が m

ytique

〝
神
話
的
〞で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

L
es révolutions qui se réclam

ent du prolétariat, com
m

e toutes les révolutions du passé, m
arquent la substitution 

violente d ’une élite à une autre （
25
）. 

過
去
の
す
べ
て
の
革
命
と
同
じ
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
も
結
局
は
エ
リ
ー
ト
の
暴
力
の
交
代
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に
終
始
す
る
だ
け
で
あ
る
》
と
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
反
抗
的
人
間
』
の
登
場
は
こ
の
よ
う
に
政
治
思
想
が
揺
れ
動
い
て
い

た
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
歴
史
の
発
展
の
た
め
に
人
の
血
が
流
さ
れ
、《
進
歩
的
暴
力
》
の
名
の
も
と
に
暴
力
が

容
認
さ
れ
る
こ
と
に
疑
義
を
懐
き
、〝
論
理
の
罪
〞
の
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
中
庸
と
過
激
を
比
較
す
る
思
想
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
彼
は N

i victim
es ni bourreaux 

を
著
し
、《la fin justifie les m

oyens

》〝
目
的
が
手
段
を
正
当
化
す
る
〞
考
え
に
基
づ
く

社
会
主
義
の
主
張
に
対
し
て
、《l ’essentiel est le sauvetage des vies

》〝
大
切
な
の
は
人
命
の
救
助
で
あ
る
〞
と
し
て
《C

’est à 

épargner autant que possible le sang et la douleur qu ’il faut œ
vrer.

》
で
き
る
だ
け
血
と
苦
痛
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る（

26
）。

以
上
が
『
ス
タ
ー
リ
ン
の
亡
霊
』
の
書
か
れ
た
時
代
の
政
治
思
想
的
背
景
の
概
略
で
あ
る
。

　

閑
話
休
題
、
エ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
ル
ネ
ー
ル
は
『
反
抗
的
人
間
』
で
カ
ミ
ュ
が
提
示
す
る
「
形
而
上
的
反
抗
」
に
関
し
て
こ
う
語
っ

て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
革
命
に
関
し
て　

l ’exacte concordance de la définition que donne C
am

us de la révolution avec 

celle qu ’en donne K
ojève 

カ
ミ
ュ
が
示
し
た
定
義
と
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
が
提
示
す
る
そ
れ
と
の
正
確
な
符
号
の
一
致
を
と
り
あ
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、「
革
命
と
は
形
而
上
学
の
歴
史
へ
の
反
映
で
あ
り
、volonté de donner à l ’Idéal chrétien son règne 

dans le tem
ps （

27
）そ

の
時
代
の
支
配
を
キ
リ
ス
ト
教
の
理
想
に
認
め
る
意
志
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、
別
の
く
だ
り
で
、
ロ
シ
ア
は
神
な

き
メ
シ
ア
信
仰
の
道
具
た
ら
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
全
体
主
義
体
制
が
目
標
と
し
て
掲
げ
、
実
現
を
試
み
た
理
想
の
完
璧
な
社
会
と
い
う
も
の
も
、
源
を
辿
れ
ば
は
る

か
昔
の
キ
リ
ス
ト
教
の
「
千
年
王
国
説
（
至
福
千
年
説
）」
が
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
旧
東
側
陣
営
が
徹
底

し
て
敵
視
し
た
資
本
主
義
の
牙
城
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
の
根
底
を
な
す
も
の
は
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マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
〝
世
俗
内
禁
欲
〞
と
〝
禁
欲
的
労
働
〞
で
あ
り
、
こ
れ
が
現
在
の
大
ア
メ
リ
カ
を
創
る
精
神
的

原
動
力
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
精
神
は
実
は
「
宗
教
改
革
」
の Jean C

alvin 

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の calvinism

e 
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
そ
の
濫
觴
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
精
神
は
ユ
グ
ノ
ー
に
受
け
継
が
れ
、
更

に
英
国
国
教
会
以
降
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
（
掃
除
屋
）
に
流
れ
、
そ
の
一
部
が
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
に
乗
せ
て
ア
メ
リ
カ
東
海
岸
の
プ
リ

マ
ス
に
持
ち
込
ん
で
、
そ
の
地
で
根
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

余
談
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
地
域
は
伝
統
的
に
〝
卑
金
主
義
〞
的
で
あ
っ
た
の
で
、
直
接
的
に
お
金
を
扱
う
仕
事
に
携
わ
る
の

を
嫌
う
風
が
あ
り
、
そ
う
し
た
業
務
は
必
然
的
に
古
来
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
ユ
ダ
ヤ
人
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
後

カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
少
な
い
オ
ラ
ン
ダ
等
で
商
業
が
栄
え
た
の
も
一
つ
に
は
、
拝
金
主
義
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
（
カ
ル
ヴ
ァ
ン
系

の
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
は
お
金
に
触
れ
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に com

m
unism

e 
と
ア
メ
リ
カ
精
神
は
双
方
共
に
キ
リ
ス
ト
教
に
そ
の
源
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
仏
教
に
関
し
て
〝
宗
派
争
い
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
も
釈
迦
の
恥
〞
と
い
う
俚
諺
が
あ
る
が
、
西
欧
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ

の
精
神
は
宗
教
に
由
来
す
る
も
の
と
は
言
え
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
明
確
な
思
想
と
な
り
、
ま
た
厳
密
な
哲
学
と
し
て
凝
固
し
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
も
な
く
、
鷹
揚
に
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
も
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
書
の
構
成
を
テ
ー
マ
別
に
仕
立
て
た
関
係
上
、
同
一
作
品
の
同
一
箇
所
を
別
の
章
で
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
最
も
適
切
な
文
書
を
引
用
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
は
不
可
避
な
選
択
で
あ
っ
た
。
読
み
辛
い
印
象
を
与
え
る
可
能

性
を
承
知
の
上
で
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
一
言
釈
明
し
て
お
き
た
い
。
更
に
、
本
書
で
紹
介
す
る
サ
ル
ト
ル
解
釈
は

あ
く
ま
で
著
者
の
極
め
て
狭
く
限
定
さ
れ
た
世
界
観
で
覗
き
見
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
思
索
の
対
象
と
し
た
作
品
も
ご
く
一
部
で
あ
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序論 　爆発するエンジン　サルトル

る
。
厖
大
な
サ
ル
ト
ル
の
全
著
作
を
前
に
す
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
に
目
の
不
自
由
な
人
が
〝
象
を
撫
で
る
に
等
し
い
作
業
〞
で
し

か
な
か
っ
た
事
実
は
、
己
の
無
力
に
対
す
る
反
省
と
と
も
に
本
人
が
充
分
す
ぎ
る
ほ
ど
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
思
い
で
あ
る
。




