
七
三

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
著
作
の
専
門
性
の
高
さ
の
せ

い
で
、
数
学
的
な
抽
象
に
あ
ま
り
な
れ
て
お
ら
ず
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
に
つ
い
て
模

範
的
な
厳
密
さ
の
観
念
し
か
考
慮
し
な
い
読
者
を
そ
こ
か
ら
遠
ざ
け
る
と
い
う
こ
と

だ
。
哲
学
者
は
、
当
人
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
信
仰
告
白
に
固
執

す
る
し
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
断
固
と
し
た
合
理
主
義
を
評
価
し
も
す
る
し
、
反
対
に

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
手
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
に
た
い
し
て
そ
の
理
由
を
与
え
る

こ
と
も
す
る
の
だ
が1

、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
頑
固
さ
か
ら
切
り
は
な
せ
な

い
両
義
性
を
見
落
と
し
て
い
る
。
超
人
的
で
偉
大
、
か
つ
勇
壮
で
さ
え
あ
る
無
私
の

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
英
雄
と
い
う
こ
の
思
想
家
の
人
格
は
、
幾
分
現
実
離
れ
し
た
そ
の

立
像
の
背
後
に
足
早
に
隠
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
の
な
か
に
は
彼
の
実
存
的
な
次
元
が
、

つ
ま
り
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
的
合
理
主
義
の
抽
象
性
、
厳
密
さ
の
物
肉
的
な
側
面
が
見
出

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
真
理
の
探
求
へ
の
情
動
的
な
備
給
を
も
見
出
す
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
こ
の
論
理
学
者
の
見
誤
ら
れ
た
人
物
像
は
、
こ
こ
に
お
い
て
顕
示
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
っ
た
く
率
直
に
人
間
の
問
答
、
疑
い
、
探
求

を
読
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
い
か
に
し
て
身
体
と
精
神
が
、
生
と
思
考
が
、
熱
狂

と
明
敏
が
、
信
仰
と
理
性
が
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
歴
史
と
命
令
的
な
倫
理
が
、
ま
た

1　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
遺
作
で
あ
る『
論
理
学
と
学
知
の
理
論
に
つ
い
て
』（
哲
学
者
の
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム（1904-1995

）と
数
学
者
の
シ
ャ
ル
ル
・
エ
レ
ス
マ
ン（1905-

1979

）に
よ
っ
て
一
九
四
七
年
に
公
刊
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
の〔
第
二
〕版
は
フ
ラ
ン
ス

大
学
出
版
会
か
ら
出
て
い
る
）
の
第
三
部
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象

学
の
前
提
に
た
い
し
て
厳
し
い
批
判
が
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
与
え
た

重
要
性
と
同
時
に
、
そ
れ
に
た
い
す
る
疑
念
を
局
所
化
す
る
た
め
に
詳
細
に
検
討
す

る
こ
と
の
必
要
性
に
与
え
た
重
要
性
を
表
し
て
い
る
。

［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
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）

　

―
―
附
、
ウ
リ
ヤ
・
ベ
ニ
ス
＝
シ
ナ
ス
ー
ル
に
よ
る
注
解
お
よ
び
脚
注

ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
、
ウ
リ
ヤ
・
ベ
ニ
ス
＝
シ
ナ
ス
ー
ル

近　
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敬　
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こ
の
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
か
ら
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
は
、「
エ

テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
文
庫
、
整
理
番
号
５
／
３
、
エ
ド
モ
ン
・
ミ
シ
ュ
レ
研
究
博

物
セ
ン
タ
ー
（
ブ
リ
ー
ヴ
・
ラ
・
ガ
イ
ヤ
ル
ド
市
）」
の
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ヤ
・

ア
グ
ラ
ン
と
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ゼ
マ
の
編
集
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
著
作
『
抵

抗
す
る
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
あ
る
い
は
活
動
す
る
思
想
』
の
な
か
で
こ
れ
ら
の

存
在
が
以
前
か
ら
予
告
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
今
日
ま
で
、
外
に
開
か
れ
た
版
と
し
て
形
を
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
た

し
が
こ
の
仕
事
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
自
然
体
か
つ
主
観
的
な
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ

た
こ
れ
ら
の
手
紙
が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
親
し
み
や
す
い
顔
を
示
し
て
く
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
論
理
学
と
数
学
史
の
哲
学
が
彼
に
も
た
せ
た
学
問
的
で
厳

粛
か
つ
厳
密
な
横
顔
と
は
異
な
り
、
そ
れ
を
補
う
相
貌
を
見
せ
て
く
れ
る
。

　

論
理
学
と
数
学
史
の
学
問
的
文
脈
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
解
明
さ

れ
る
べ
き
彼
の
学
問
的
な
出
版
物
が
、
著
者
の
激
し
く
情
熱
的
な
性
格
を
覆
い
隠
し
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こ
の
往
復
書
簡
が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
﹇
生
涯
の
﹈
な
か
で
宗
教
的
熱
意
に
あ
ふ

れ
て
い
た
時
期
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
こ
と
は
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
時
期
は
こ
の
手
紙
の
や
り
取
り
が
続
く
一
五
カ
月
間
（
一
九
三
〇
年
の
六

月
か
ら
一
九
三
一
年
の
九
月
）
を
大
幅
に
超
え
て
い
る
。
数
年
後
の
一
九
三
五
年
ご

ろ
、
彼
の
姉
で
あ
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
は
、「
教
会
か
ら
心
が
離
れ
」、「
す
べ
て
の
宗
教
的
実
践
か
ら
手
を
引
く
」
こ

と
に
な
る5

。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
当
の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

﹇
そ
の
後
も
﹈
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
教
会
の
掟
を
遵
守
す
る
信
徒
で
あ
り
続
け
た
と
さ

れ
る6

。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
の
手
紙
に
お
い
て
よ
り
一
層
、
ま
た
そ
こ
か
し
こ
に
、
必
然
的

に
断
片
的
な
仕
方
で
は
あ
る
が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
反
省

0

0

の
導
き
の
糸
が
発
見
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
反
省
の
本
質
的
な
も
の
は
、
彼
の
未
来
の
思
考
経
路
に
お
い

て
も
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
哲
学
す
る
こ
と
は
、
理
解
す
る
こ
と
で

あ
り
、
理
解
す
る
こ
と
と
は
理
由
（
理
性
）
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
理
由

（
理
性
）
と
一
致
し
な
が
ら
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
に
た
い
し
て
行
為
す
る

（
働
き
か
け
る
）
こ
と
（
内
的
上
昇
、
自
然
と
の
同
化 intégration à la nature

、
必

然
的
法
則
の
内
面
化
）
と
、世
界
に
た
い
し
て
行
為
す
る
（
働
き
か
け
る
）
こ
と
（
政

治
参
加
あ
る
い
は
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
活
動
）﹇
の
一
致
﹈。
さ
ら
に
、「
君
が
僕
に
言
わ

せ
た
が
っ
て
い
る
よ
う
な
神
の
見
え
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
神
的
な
も
の

は
存
在
し
て
い
る
と
《
本
当
の
と
こ
ろ
》〔
シ
ナ
ス
ー
ル
に
よ
る
強
調
〕
僕
は
理
解

5　

G
.Ferrières, op.cit., p.101.

6　

Ecrire ou com
battre. D

es intellectuels prennent les arm
es (1942-1944), Paris, Le 

D
écouverte, 2006, p. 108 

で
言
及
さ
れ
て
い
る Fabienne Federini 

と
の
二
〇
〇
〇

年
三
月
の
対
話
。

避
け
が
た
く
強
制
的
だ
が
運
命
的
で
な
い
偶
然
性
と
自
由
な
決
定
や
意
図
さ
れ
た
義

務
と
い
っ
た
も
の
が
解
き
放
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
読
む

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
言
わ
ば
、
現
働
化
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
で
あ
る
。
正
当
に
も

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
た
と
え
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
慈
愛 tendresse 

を
十
分
に
受
け
て
は
」

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
マ
ル

ブ
ラ
ン
シ
ュ
よ
り
も
「
愛 caritas 

に
恵
ま
れ
て
お
り
、し
た
が
っ
て
真
の
精
神
的
﹇
霊

的
﹈
生
を
送
っ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た2

。「
精
神
的
な
生
」
の
次

元
は
、
É
・
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
を
公
刊
す
る
こ
と
は
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
た
い
し
て
作
ら
れ
た
ヤ
ヌ
ス
の
相
貌
、
す
な
わ
ち
一
方
で
は
厳
密

な
哲
学
者
で
あ
り
、
他
方
で
は
熱
烈
な
あ
る
い
は
微
温
的
な
信
徒
で
あ
る
と
い
う
相

貌
を
修
正
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
、
一
九
六
九

年
の
論
文
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
の
哲
学
的
な
意
識
が
、
彼
の
不
確
定
な
信
仰
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
《
無
関
係
》3

は
彼
の
哲
学
的
立
場
の
根
本
要
素
で
あ
っ
た
こ

と
い
う
こ
と
を
間
違
い
な
く
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」4

。
わ
た
し
た
ち
は

こ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
存
在
の
同
じ
様
態

0

0

0

0

0

0

0

に
お
い
て
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
彼
の
信
仰
を
生
き
、
彼
の
哲
学
的
思
考
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
2 

G
abrielle Ferrières, Jean C

availlès. U
n philosophe dans la guerre 1903-1944, 

Paris, Seuil, 1982 (réédition de Jean C
availlès, philosophe résistant, Paris, PU

F, 

1950), p.56.

3　

強
調
は
リ
ク
ー
ル
に
よ
る
。

4　

引
用
は
、
ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
る
。A

glan et A
zém

a, p. 265, 

注
一
七
二
。
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）

七
五

の
う
ち
と
に
同
時
に
《
運
動
》
を
導
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
〇
世
紀
初
頭

の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
再
発
見
」
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
と
言
え
る
。

　

な
ぜ
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
哲
学
シ
ー
ン
の
全
面
に
再
び
現
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、《
一

元
論
》
と
い
う
「
異
端
」
の
哲
学
と
い
う
支
配
的
で
非
常
に
特
異
な
（
と
り
わ
け

一
七
世
紀
に
お
い
て
、
し
か
し
今
日
に
お
い
て
も
ま
だ
）
特
徴
の
た
め
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
を
自
然
の
秩
序
の
な
か
に
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

と
対
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
二
元
論
を
棄
却
し
た
。
人
間
の
条
件
は
、
第
一
に
こ
の
書

き
込
み inscription 

を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
（「
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
本
性
の

必
然
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
を
な
す
」『
エ
チ
カ
』
第
四
部
、
定
理
三
七
の

系
二
）、
そ
し
て
そ
の
哲
学
的
、
倫
理
的
、
政
治
的
帰
結
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

と
り
わ
け
精
神
と
身
体
の
、
理
性
と
感
性
の
、
徳
と
傾
向
の8

、
神
と
自
然
の9

分

離
不
可
能
性
か
ら
、
自
由
は
必
然
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
必

然
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
事
実
が
導
か
れ
る
。
対
立
す
る
も
の
を
再

び
結
び
つ
け
る
連
続
性
と
い
う
紐
帯
は
、「
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
」
に
よ
っ
て
表
現
さ

8　

た
と
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
人
を
徳
へ
駆
る
刺
激
と
し
て

は
、
こ
の
最
高
の
栄
職
を
得
よ
う
と
す
る
共
通
の
希
望
以
上
の
も
の
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
詳
し
く
示
し
た
よ
う
に
、
我
々

は
す
べ
て
名
誉
心
に
よ
っ
て
も
最
も
多
く
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
」『
国
家
論
』
第
七

部
第
六
節
。

9　

実
体
の
一
義
性
か
ら
導
か
れ
る
神
と
自
然
の
同
一
視
（「
神
あ
る
い
は
自
然
」）
が
、

一
七
世
紀
の
人
々
に
た
い
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
衝
撃
を
生
み
出
し
た
の
か
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
体
の
一
義
性
は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
も
は
や
延
長
と
意
識
と
の

蓋
然
的
な
同
盟
と
し
て
は
も
は
や
現
れ
て
お
ら
ず
、
物
体
と
魂
の
調
和
的
一
性
と
し

て
現
れ
て
い
る
。

し
て
い
る
」
と
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
一
九
三
〇
年
九
月
二
六
日
の
手
紙
に
書
い
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、「
神
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
は
厳
密
か
つ
必
然
で
あ
る
」（
ポ
ー
か

ら
一
九
三
〇
年
一
〇
月
七
日
に
送
ら
れ
た
手
紙
。
以
下
を
参
照
）
が
ゆ
え
に
。
後
で

見
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
の
時
代
の
政
治
的
で
社
会
的
な
出
来
事
と
哲
学
的
議
論
に

よ
っ
て
助
長
さ
れ
、
歪
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
い
く
ら
か
不
完
全
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
模
倣
的
で
は
な
い
ス
ピ
ノ
ザ
の
合
理
主
義
―
―
そ
こ
に
は
宗
教
も
含
ま
れ
て

い
る
―
―
に
た
い
す
る
あ
る
種
の
忠
実
さ
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。

　

ま
さ
に
そ
の
時
代
の
偉
大
な
問
い
の
一
つ
は
、
そ
の
具
体
的
な
力
動
性

dynam
ique 

と
そ
の
哲
学
的
境
位
と
い
う
二
重
の
側
面
の
も
と
に
あ
る
歴
史
で

あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
地
平
に
は
明
ら
か
に
不
在
で
あ
っ
て
、
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（1770-1831
）
よ
り
も
後
に
哲
学
の
領
域
に
出
現

し
た
の
だ
が
、
数
学
に
つ
い
て
の
彼
の
理
論
的
な
仕
事
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
彼

の
哲
学
的
な
反
省
に
お
い
て
も
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
も
真
の
問
題
を
な
し

て
い
た
。
わ
た
し
は
ア
グ
ラ
ン
と
ア
ゼ
マ
の
編
集
に
よ
る
論
集
に
寄
稿
し
た
自

分
の
論
文
「
哲
学
と
歴
史
」
で
、
こ
の
こ
と
を
扱
っ
た
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、

二
〇
〇
九
年
四
月
の
ニ
ー
ス
大
学
で
行
わ
れ
た
発
表
の
な
か
で
、ヘ
ー
ゲ
ル
の『
精

神
現
象
学
』
の
読
解
を
行
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
扱
っ
た
（« les m

athém
atiques, 

leur histoire et la philosophie »

の
題
名
で
近
刊
予
定
）。
こ
の
二
つ
の
論
文
を

補
足
す
る
た
め
に
こ
こ
で
そ
の
こ
と
に
戻
っ
て
く
る
前
に
、
手
短
だ
が
ス
ピ
ノ
ザ

の
合
理
主
義
の
特
異
性
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
高
等
師
範
学
校
と
ソ
ル

ボ
ン
ヌ
の
教
授
で
あ
っ
た
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
（1869-1944

）
は
、

彼
の
著
作7

と
彼
の
教
育
に
よ
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
合
理
主
義
に
注
意
を
ひ
き
つ
け

た
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
諸
観
念
の
十
全
さ
の
う
ち
と
観
念
の
観
念
の
発
生

7　

と
り
わ
け Spinoza et ses contem

porains, Paris, A
lcan, 1923.
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あ
り
、
特
定
の
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
る
演
繹
的
精
神
の
行
使
は
よ
り
多
く
の
も

つ
れ
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
演
繹
に
と
っ
て
不
可
欠
な
厳
密
さ
が
誤
用
さ
れ
、

ま
た
あ
ら
ゆ
る
地
平
の
思
想
家
た
ち
（
彼
ら
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
一
九
三
〇
年

七
月
三
日
の
手
紙
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
―
―
生
と
社
会
と
政
治
の
―
―
複
雑

な
環
境
に
お
け
る
世
界
の
対
象
、
プ
ロ
セ
ス
、「
出
来
事
」
と
し
て
の
主
体
の
分

析
に
身
を
さ
さ
げ
た
の
だ
が
）
の
属
す
る
あ
る
世
代
全
体
に
と
っ
て
、
哲
学
者
の

旗
印
で
あ
り
遺
産
と
も
な
っ
た
概
念
の
哲
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ

る
が
ゆ
え
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
を
反
実
存
主
義
者
、
反
現
象
学
者
、
反
主
観
主
義

者
に
し
た
て
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
が
自
我

の
哲
学
者
た
ち
と
意
見
を
一
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
し
か
し
な
が
ら
彼
は
原
理
的
に

0

0

0

0

彼
ら
に
反
対
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
わ
ず

か
で
も
そ
れ
を
説
明
す
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
彼
ら
の
基
礎
か
ら
導
か
れ
た
両
立
不

可
能
な
帰
結
の
ゆ
え
に
、
ま
た
彼
ら
の
多
義
的
で
草
の
生
い
茂
っ
た
あ
る
い
は

抑
え
の
利
か
な
い
言
葉
（
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
多
く
省
察
し
少
な
く
語
る
人
間
に

と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
耐
え
が
た
い
も
の
で
あ
る
）
の
ゆ
え
に
反
対
し
た
の
で
あ

る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
う
ち
に
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
が
ま
っ
た
く
根
本
的
な
仕
方
で

不
在
で
あ
る
こ
と
と
、
彼
が
際
限
な
き
探
求
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
し

て
、
以
下
の
二
つ
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
最
初
の
も
の
は
、
一
九
二
九
年

の
復
活
祭
の
ダ
ボ
ス
で
の
第
二
回
フ
ラ
ン
ス
‐
ド
イ
ツ
哲
学
会
議
に
つ
い
て
書
か

れ
た
書
評
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、セ
レ
ス
タ
ン
・
ブ
ー

グ
レ11

に
よ
っ
て
彼
と
一
緒
に
来
る
よ
う
に
招
待
さ
れ
、「
過
日
の
ド
イ
ツ
哲
学
を

も
っ
と
も
代
表
す
る
立
役
者
と
今
日
の
も
っ
と
も
新
し
い
哲
学
を
代
表
す
る
立
役

11　

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
社
会
経
済
学
の
正
教
授
の
資
格
を
も
つ
、
セ
レ
ス
タ
ン
・
ブ
ー
グ
レ

（1870-1940
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
学
の
創
設
と
発
展
の
第
一
期
で
重
要

れ
る
自
然
の
力
動
論

0

0

0

0

0

0 

0

dynam
ism

e naturel 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
コ
ナ
ー
ト
ゥ

ス
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
存
在
の
中
に
、
そ
れ
と
と
も
に
あ
る
悪
い
状
態
か

ら
よ
り
良
い
状
態
へ
の
、
満
足
の
、
徳
の
、
存
在
の
低
い
度
合
い
の
状
態
か
ら
よ

り
高
い
度
合
い
の
状
態
へ
と
、
ま
た
服
従
す
る
受
動
性
か
ら
毅
然
と
し
た
行
為
へ

と
移
行
す
る
努
力
が
保
存
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ

れ
を
運
動
す
る
実
体
の
哲
学
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
主

体
化
さ
れ
た
実
体
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
解
釈
に
固
執
す
る
こ
と
な
し
に
そ
う
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

思
考
の
歴
史
的
次
元
で
も
あ
る
歴
史
の
反
省
的
次
元
へ
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。

い
つ
も
の
ご
と
く
、
そ
し
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
よ
う
に

（「
歴
史
が
わ
た
し
た
ち
に
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
に
求
め
て
い
る
出
来
合
い
の

も
の
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
」

一
九
三
〇
年
九
月
二
六
日
付
の
手
紙
）、
歴
史
的
な
資
料
に
訴
え
る
こ
と
は
超
越

論
的
幻
想
の
欲
望
と
い
う
罠
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、
観
念
論
化
さ
れ
、
還
元
主

義
的
と
な
っ
た
図
式
化
の
妄
質
的 m

onom
aniaque 

な
誘
惑
と
い
う
罠
か
ら
逃
れ

る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
わ
た
し
は
、
以
前
の
仕
事
の
な
か
で10

、
こ
の

人
物
の
知
的
か
つ
主
観
的
な
複
雑
さ
を
強
調
し
た
こ
と
が
あ
る
。
わ
た
し
は
、
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
、
特
定
の
シ
ス
テ
ム
に
諸
観
念
を
捕
縛
す
る
よ
う
な
党
派
的
で
セ

ク
ト
的
な
哲
学
者
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

仮
説
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら

最
終
的
な
帰
結
を
引
き
出
す
よ
う
な
自
由
で
明
敏
な
精
神
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
た
。
本
物
の
論
理
学
者
が
そ
れ
と
し
て
見
分
け
ら
れ
る
の
は
、
一
方
向

的
な
一
徹
さ
よ
り
も
、
多
重
的
な
鋭
敏
さ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
必
然
的
に
多
様
で

10　

Jean C
availlès. Philosophie m

athém
atique, Presses U

niversitaires de France, 

1994.



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

七
七

が
姉
に
手
紙
で
書
い
て
い
る
よ
う
に14

、
形
而
上
学
の
「
領
袖
対
決
」
は
、「
同
じ

精
神
の
宇
宙
こ
そ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
合
理
主
義
的
反
省
と
ド
イ
ツ
の
現
象
学
を

表
現
し
て
い
る
」
こ
と
を
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
肯
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
は
し
な
い15

。

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
そ
れ
ら
の
双
方
と
頻
繁
に
付
き
合
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が

一
九
二
七
年
に
出
版
さ
れ
た
。『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
は
一
九
二
九
年
に

出
版
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
と
き
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
非
常
に
高
く

評
価
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
で
、
彼
の
著
作
を
読
む
こ
と
を
す
す
め
る

人
た
ち
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
サ
ー
ク
ル
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い

た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ロ
マ
ノ
・
ガ
ル
デ
ィ
ー
ニ
と
同
様
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
は
、
彼
ら
の
思
想
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
著
作
の
視
点
に
よ
っ
て
錬

成
し
て
い
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
読
ん
だ
が
、
彼
の
論
理
‐
数

学
の
認
識
論
か
ら
そ
れ
を
引
き
離
し
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ
ン
は
対
照
的

に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン

ス
で
一
般
に
な
さ
れ
た
も
っ
ぱ
ら
実
存
主
義
的
な
読
み
方
と
は
非
常
に
異
な
る
特
殊

な
仕
方
で
そ
う
な
っ
て
い
る
（cf. H

ourya-B
ennis Sinaceur, l’idées : le platonism

e 

phénom
énologique d’Albert Lautm

an, à paraître.

）。

14　

一
九
二
九
年
三
月
三
〇
日
の
手
紙
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
姉
で
あ
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ェ

リ
エ
ー
ル
に
よ
っ
て
国
立
古
文
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
蔵
書
。A

glan et A
zém

a, p. 31

で
引
用
さ
れ
て
い
る
。G

.Férrières, op. cit., p. 52

で
公
刊
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
三
月

二
七
日
の
手
紙
の
な
か
に
わ
ず
か
に
異
な
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

15　

Les D
euxièm

es C
ours universitaires de D

avos, 17 m
ars - 6 avril 1929, p. 65-

81 (B
ibliotheque de l’EN

S). 

ま
た
、
そ
の
と
き
に
彼
が
行
っ
た
議
論
も
参
照
せ
よ
。

「
ダ
ボ
ス
の
魅
力
的
な
山
の
近
く
、
奇
跡
的
な
回
復
力
に
富
ん
だ
か
の
「
魔
の
山
」

（
一
九
二
四
年
に
出
版
さ
れ
た
ト
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
の
題
名
の
引
喩
）
の
近
く
で
、

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
普
遍
性
の
精
神
が
勝
利
す
る
こ
と
を
助
け
る
立

場
へ
と
進
む
の
で
あ
り
、
こ
の
精
神
は
、
真
理
の
あ
ら
ゆ
る
幸
福
な
探
求
に
と
っ
て

だ
け
で
な
く
、
人
々
の
あ
い
だ
の
和
解
の
た
め
に
も
ど
れ
ほ
ど
必
要
な
こ
と
だ
ろ
う

か
。」（
高
等
師
範
学
校
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
文
庫
の
八
八
番
資
料
）

者
、
つ
ま
り
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー12

と
ハ
イ
デ
ガ
ー13

」
を
発
見
す
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

な
役
割
を
果
た
し
た
。
と
く
に
彼
は
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
（1872-1950

）
と
と
も

に
、
雑
誌
『
社
会
学
年
報
』
を
発
刊
し
た
。
一
九
二
七
年
に
は
、
高
等
師
範
学
校
の

副
指
導
教
授
と
し
て
、
彼
は
社
会
文
書
局
を
統
括
し
、
彼
の
要
請
に
よ
っ
て
、
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
は
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
二
九
年
ま
で
そ
こ
の
秘
書
兼
文
書
館
員
を
務
め
た
。

ブ
ー
グ
レ
こ
そ
が
、
高
等
師
範
学
校
生
に
た
い
し
て
、
彼
ら
が
教
育
か
ら
解
放
さ
れ
、

博
士
論
文
に
集
中
で
き
る
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
基
金
奨
学
金
を
手
に
入
れ
た

人
な
の
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
彼
の
友
人
で
あ
り
、
ま
た
最
初
か
ら
の
レ
ジ

ス
タ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ
ン
（1908-1944

）
と
と
も
に
、
そ
の

ほ
か
に
も
数
学
者
の
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
ブ
レ
イ
（Paul D

ubreil, 1904-1994

）、ク
ロ
ー
ド
・

シ
ュ
ヴ
ァ
レ
イ
（1909-1984

）、
ア
ン
ド
レ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
（1906-1998

）
と
と
も
に
、

ド
イ
ツ
の
資
源
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
科
学
と
思
想
を
実
ら
せ
る
の
に
必
要
な
知
を
彼

ら
の
手
の
う
ち
に
く
み
取
る
た
め
に
、
そ
の
基
金
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

 

　

彼
の
師
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
ブ
ー
グ
レ
が
、「
自
由
を
、

あ
る
国
の
文
化
に
と
っ
て
、
中
心
的
な
価
値
と
し
て
名
付
け
」、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
自
身

の
説
明
と
し
て
「
自
由
の
た
め
に
戦
う
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い
か
な
る
国
の

い
か
な
る
価
値
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
」と
付
け
加
え
た
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
ブ
ー

グ
レ
が
属
し
て
い
た
「
知
的
世
代
」
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
情
報
が
以
下
に
あ
る
。

J.F.Sirineli, G
énération intellectuelle; khâgneux et norm

aliens dans l’entre-deux 

guerres, Paris, Fayard, 1998, réédition, P.U
.F., Q

uadrige, 1994.

12　

エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（1874-1945

）
は
、
精
神
科
学 G

eistesw
issenschaften 

と
同
様
に
自
然
科
学 N

aturw
issenschaften 

に
注
意
を
払
っ
た
こ
と
で
、
二
〇
世
紀

の
哲
学
の
な
か
で
特
殊
な
立
ち
位
置
を
占
め
て
い
る
。
彼
は
、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
の

彼
自
身
の
解
釈
を
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
と
し
て
擁
護
し
た
論
敵
で
あ
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
だ
け
で
な
く
、
ウ
ィ
ー
ン
学
団
の
構
成
員
、
と
り
わ
け
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
リ
ッ

ク
（1882

‐1936

）
と
も
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
彼
の
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
国
家

の
神
話
』
は
、「
神
話
的
思
考
」
の
効
果
に
よ
る
ナ
チ
ズ
ム
の
台
頭
を
説
明
し
て
い
る
。

13　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
（1882-1936

）
の
主
著
で
あ
る
『
存
在
と
時
間
』
は
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八

ほ
ど
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
―
―
な
ぜ
な
ら
彼
は
ジ
グ
ザ
グ
に
思
考
し
、
数
学

者
で
も
あ
っ
た
パ
ス
カ
ル
と
は
ま
っ
た
く
似
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
彼
の
不
安
の

理
論
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は
む
し
ろ
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
め
ま
い
に
つ
い
て
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た18

。
し
か
し
、お
お
く
の
弁
証
論
的
な
ド
ラ
マ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

者
と
の
婚
約
破
棄
の
体
験
に
よ
っ
て
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
信
仰
に
対

す
る
省
察
の
な
か
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
実
存
主
義
的
な
哲

学
に
た
い
し
て
一
貫
し
て
影
響
を
与
え
て
き
た
。他
の
著
作
と
し
て
、『
不
安
の
概
念
』、

『
哲
学
的
断
片
』、『
日
誌
』
が
あ
る
。
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
彼
の
考
え
の
な
か
に

は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
信
仰
と
懐
疑
は
分
離
不
可
能
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
神

へ
の
客
観
的
で
反
駁
不
可
能
な
到
達
を
も
つ
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
懐
疑
を
欠

い
た
信
仰
と
は
、
愚
直
さ
で
し
か
な
い
。
信
仰
は
不
条
理
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
神
は

人
間
の
知
性
を
超
え
出
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
己
」
は
あ
ら
ゆ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

を
逃
れ
て
お
り
、
歴
史
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
説
明
を
逃
れ
て
い
る
。
真
理
と
主
観
性
と

は
唯
一
の
同
じ
も
の
で
あ
る
。
信
仰
と
は
「
跳
躍
」
で
あ
り
、
経
験
的
に
も
他
の
仕

方
で
も
証
明
不
可
能
な
も
の
に
た
い
す
る
主
観
的
か
つ
絶
対
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
偽
名
の
も
と
で
複
数
の
著
作

を
記
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
彼
の
読
者
が
彼
の
思
考
の
な
か
に
な
ん
ら
か
の
体
系
を

求
め
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
ら
ず
、
何
が
彼
自
身
の
解
釈
を
構
築
し
て
い
る
の
か
を

そ
こ
に
見
出
す
こ
と
を
努
力
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

18　

フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
た
い
す
る
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
（1815-1903

）
の
「
新
批

判
主
義
」
の
影
響
は
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と

同
様
に
、非
常
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
。『
一
般
批
判
試
論
』の
著
者
で
あ
り
、ま
た
オ
ー

ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（1854

‐1903

）
の
弟
子
で
も
あ
る
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
は
、
カ
ン

ト
に
よ
る
物
自
体
の
学
説
と
理
論
理
性
と
実
践
理
性
の
あ
い
だ
の
区
別
を
退
け
た
。

彼
は
反
対
に
、
個
人
的
経
験
の
重
要
さ
と
自
由
の
根
本
的
な
価
値
を
主
張
し
た
。
彼

の
道
徳
的
行
為
者
と
し
て
の
個
人
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
彼
を
し
て
さ
ら
に
宗
教
と

何
を
語
る
の
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る16

！　

次
の
引
用
は
、
一
九
三
一
年
の

一
月
七
日
付
の
レ
オ
ン
・
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
へ
の
手
紙
の
な
か
に
あ
る
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
哲
学
の
短
い
分
析
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
手
紙
は
、
ア
リ
ヤ
・
ア
グ
ラ
ン
と
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ゼ
マ
に

よ
る
本
の
三
〇
一
頁
で
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
こ
こ
の

と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
派
閥
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
巨
匠
で
あ
る
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル17

の
作
品
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
ま
す
。
彼
の
作
品
は
、
す
ぐ
に
読
め
る

16　

一
九
三
一
年
六
月
二
六
日
付
の
姉
へ
の
手
紙
（
国
立
文
書
館
所
蔵
、
ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー

ヌ
に
よ
る
引
用
。A

. A
glan et J.-P.A

zém
a, p. 38

）
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
、
お
そ

ら
く
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
読
む
た
め
に
「
急
ぎ
足
」
で
、
一
九
三
〇
年
代

に
入
手
可
能
だ
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
姉
に
打
ち
明
け
て
い
る
彼
自
身
に
た
い
す
る
影
響
を
と
お
し
て
、

こ
の
二
人
の
哲
学
者
に
よ
る
不
安
の
分
析
に
み
ら
れ
る
あ
る
種
の
関
連
性
さ
え
を
も

認
識
し
て
い
る
。

17　

セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（1813

‐1865

）
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
神
学
者
で
哲

学
者
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
体
系
の
「
抽
象
化
」
と
「
理
性
は
現
実
的
で
あ
り
、
現

実
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
公
式
に
強
く
反
対
し
た
。
彼
は
ま
た
啓
蒙
主
義

の
影
響
を
受
け
た
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理
主
義
化
の
運
動
に
対
し
て
強
く
反
対
し
て
い

た
。
心
理
学
と
文
学
の
資
質
か
ら
引
き
出
す
こ
と
で
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
人
間
的

感
情
の
両
義
性
を
強
調
し
、「
印
象
派
」
的
で
あ
り
完
全
に
非
体
系
的
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
彼
の
方
法
に
よ
っ
て
数
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
た
。
彼
の
最
初
の
著
作
は
、

ア
イ
ロ
ニ
ー
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、ソ
ク
ラ
テ
ス
を
参
照
し
て
い
る
（
一
八
四
一

年﹇O
m

 Begrebet Ironi m
ed stadigt H

ensyn til Socrates

﹈）。
彼
の
主
著（
一
八
四
二

年
）
で
あ
る
『
あ
れ
か
、
こ
れ
か
』
は
、「
観
念
論
者
」
で
あ
る
ポ
ス
ト
カ
ン
ト
派
の

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
（1770

‐1831

）
と
、「
ロ
マ
ン
主
義
者
」
で
あ
る
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（1772

‐1829

）
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

一
八
四
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
お
そ
れ
と
お
の
の
き
』
と
『
反
復
』
は
、
彼
の
婚
約



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

七
九

合
的
唯
物
論
に
も
合
流
し
ま
す
。」
最
終
的
に
、
彼
の
手
紙
そ
の
も
の
の
な
か
で
、

理
性
と
概
念
の
わ
れ
ら
が
理
論
家
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ど
こ
か
非
明
示
的
な
仕
方

で
引
き
継
ぎ
な
が
ら
―
―
感
性
と
い
っ
た
も
の
に
ま
っ
た
く
盲
目
的
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
デ
カ
ル
ト
以
来
の
合
理
主
義
の
伝

統
と
は
反
対
に
、
彼
は
感
性
を
種
別
的
な
「
思
考
の
一
様
態
」
と
し
て
提
示
し
て

い
る
。
物
理
的
運
動
の
な
か
で
彼
は
彼
の
身
体
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼

の
身
体
「
で
あ
る
」
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
し
て
芸
術
と
り
わ
け
音
楽
に
よ
っ
て
、

美
的
感
覚
か
ら
宗
教
的
あ
る
い
は
道
徳
的
精
神
性
を
導
く
紐
帯
を
再
確
認
す
る
。

「
ど
ん
な
予
言
よ
り
も
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
フ
ラ
ン
ク
は
、
精
神
的
な
生
の
先
導

者
で
あ
る
。」21

一
方
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
が
エ
コ
ー
を
響
か
せ
て
い
る
。
と
く

に
芸
術
を
科
学
同
様
に
「
人
間
の
本
性
の
完
成
と
至
福
」
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る

も
の
と
し
て
い
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
考
で
あ
る
（『
神
学
政
治
論
』
Ｖ
）。
他
方
で
は
、

現
代
脳
神
経
科
学
の
成
果
へ
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
こ
の
成
果
は
実
験
的
方
法

に
よ
っ
て
知
性
の
発
展
に
お
け
る
情
動
の
役
割
を
確
証
し
、
利
他
的
な
感
情
と
道

徳
感
覚
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
的
な
痕
跡
を
明
る
み
に
だ
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
結

果
に
よ
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
新
た
な
る
読
み
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
斬
新

な
光
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
先
駆
的
な
直
観
を
回
顧
的
な
仕
方
で
明
ら
か
に

し
て
く
れ
る
の
で
あ
る22

。

　　

こ
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
（
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
文
字
に
慣
れ
て
い

21　

雑
誌 Foi et vie

﹇『
信
仰
と
告
白
』﹈
の
一
九
二
八
年
一
月
一
日
号
の
記
事
。A

glan et 

A
zém

a 
に
所
収
の
ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
る
引
用
。

22　

と
り
わ
け
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
マ
シ
オ
の
『
感
じ
る
脳　

情
動
と
感
情
の
脳
科
学 

よ
み

が
え
る
ス
ピ
ノ
ザ
』（
田
中
光
彦
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

恐
ら
く
は
物
語
で
あ
る
こ
と
を
逃
れ
て
さ
え
い
る
体
験
さ
れ
た
歴
史
と
い
う
彼
の

考
え
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
現
象
学
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
大
き

な
影
響
を
与
え
て
い
ま
し
た
。実
践
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、こ
の
彼
の
考
え
は
リ
ッ

タ
ー19

の
合
理
主
義
的
悲
観
主
義
と
合
流
す
る
だ
け
で
な
く
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ20

の
綜

政
治
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
ド
グ
マ
主
義
的
学
説
を
退
け
さ
せ
る
に
至
る
（La Science 

et la m
oral, 1969

﹇『
科
学
と
道
徳
』﹈）。
他
の
著
作
の
な
か
で
も
、l’Introduction 

à la philosophie analytique de l’histoire: les idées, les religions

（1896

‐97

）

﹇『
歴
史
の
分
析
哲
学
へ
の
導
入
―
―
観
念
、
宗
教
』﹈
と les systèm

es C
ritique de la 

doctorine de K
ant

（
一
九
〇
六
年
）﹇『
カ
ン
ト
の
学
説
の
批
判
的
体
系
』﹈
を
引
い

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

19　

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
リ
ッ
タ
ー
（H

einrich R
itter, 1791

‐1869

）
は
、ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
、

一
二
巻
に
及
ぶ
大
著
『
哲
学
の
精
神
』
の
著
者
で
あ
り
、
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言

語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
他
の
著
者
区
の
な
か
で
、『
カ
ン
ト
以
来
の
最
近
の
ド

イ
ツ
哲
学
に
つ
い
て
の
説
明
の
試
論
』
と
『
論
理
学
体
系
と
形
而
上
学
』（
一
八
五
六

年
）、『
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ナ
ン
：
自
然
科
学
と
精
神
に
つ
い
て
』
に
言
及
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

20　

パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（Paul Tilich, 1886

‐1965

）
は
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
で
、

一
九
二
〇
‐
三
〇
年
代
に
、
教
会
正
統
派
か
ら
独
立
し
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
を

領
導
し
た
。
彼
は
と
り
わ
け
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
（1886

‐1965

）
と
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・

ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
（Friedrich G

ogarten, 1887-1968

）
の
観
念
と
論
争
し
、「
弁
証
法

神
学
」
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
哲
学
と
社
会
学
の
教
授
で

あ
り
、
そ
こ
で
彼
は
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
と

共
に
働
い
た
。
彼
の
著
作
『
社
会
主
義
の
決
意
』
の
公
刊
は
、
一
九
三
三
年
四
月
に

お
け
る
彼
の
職
責
か
ら
の
解
任
と
い
う
代
償
を
支
払
わ
せ
た
。
そ
の
後
彼
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
あ
る
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
コ
ン
フ
ェ
ラ
ン
ス
で
教
育

を
行
う
こ
と
を
受
け
入
れ
た
。
最
終
的
に
彼
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
と
シ
カ
ゴ
大
学
の

教
授
と
な
る
。
一
九
四
八
年
か
ら
は
定
期
的
に
ド
イ
ツ
に
戻
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し

て
そ
の
地
で
彼
の
全
集
が
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
（R

.A
lbercht

）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
る
。
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に
つ
い
て
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
踏
師
範
学
校
の
一
九
二
六
年
度
生
（
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
入
学
年
度
の
三
年
後
で
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
一
九
二
三
年
に
主
席
で

入
学
し
た
）
で
あ
り
、
一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
〇
年
の
あ
い
だ
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

の
教
授
資
格
試
験
の
準
備
学
生
だ
っ
た
。
彼
は
次
席
の
成
績
で
華
々
し
く
試
験
を
通

過
し
た
。
し
か
し
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
感
情
的
な
類
似
性
の
根
底

で
は25

、
異
な
る
宗
教
か
ら
生
じ
る
異
な
る
関
心
が
、
彼
を
し
て
彼
の
先
輩
﹇
で
あ

る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
﹈
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
、
ガ

ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
（G

abriel M
arcel, 1889-1973

）26

の
崇
拝
者
で
あ
る
エ
テ
ィ

エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
そ
ば
で
と
り
わ
け
教
会
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
集
団
に
よ
る
宗
教
的
統
合
運
動
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
に
た
い
し
て
も
開
か
れ
て
お
り
、
多
様
な
人
物
が
集
ま
っ
て
い
た
。
中
で

も
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
近
し
い
友
人
で
、
ま
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ラ
ン
（G

eorges 

Lefranc

）
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
社
会
主
義
研
究
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
で

も
あ
る
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
ク
ー
ル
（C

harles le C
œ

ur

）、
そ
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
の

25　

国
立
古
文
書
館
所
蔵
の
一
九
三
一
年
六
月
二
六
日
の
彼
の
姉
へ
の
手
紙
。
ニ
コ
ル
・

ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、A

glan et A
zém

a, p. 37

に
引
用
さ
れ
て
い

る
。
神
話
の
言
及
は
、
お
そ
ら
く
神
話
と
宗
教
と
芸
実
と
科
学
を
結
び
つ
け
な
が
ら

分
析
す
る
（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
一
九
二
三
年
‐
一
九
二
九
年
）
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
「
文
化
的
」
視
点
の
無
意
識
的
借
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

26　

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
『
形
而
上
学
日
記
』
は
一
九
二
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
。

そ
れ
は
著
者
の
形
而
上
学
的
観
念
論
か
ら
そ
の
実
存
主
義
と
な
る
も
の
へ
と
い
た
る

歩
み
を
記
述
す
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
マ
ル
セ
ル
の
個
人
的
経
験
へ
の
固
執
を
非

難
し
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
む
し
ろ
、
後
で
こ
の
手
紙
で
み
る
よ
う
に
、
超
越
の

概
念
と
そ
の
お
び
た
だ
し
い
表
現
を
非
難
し
て
い
る
。
主
体
と
存
在
の
あ
い
だ
の
乗

り
越
え
不
可
能
な
区
別
を
主
張
す
る
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
把
握
の
絶
対

的
に
外
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
わ
た
し
で
も
こ
の
判
読
に
は
か
な
り
の
時
間
が
か
か
っ
た23

）
の
刊
行
に
よ
っ
て

わ
た
し
が
強
調
し
た
い
の
は
、「
人
が
決
し
て
逃
れ
る
こ
と
を
確
信
で
き
な
い
、
即

自
（
実
体
）
と
神
話
に
よ
る
二
つ
の
誘
惑
に
抗
す
る
こ
と
」24

が
い
か
に
重
要
で
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
た
い
す
る
忠
実

さ
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
定
式
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
表
現

し
て
い
る
命
令
は
彼
の
哲
学
的
な
要
求
の
原
初
的
か
つ
不
変
の
勧
告
の
ひ
と
つ
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
勧
告
は
思
考
と
存
在
の
歴
史
的
次
元
に
た
い
す
る
、
そ
し
て
歴
史

そ
れ
自
身
そ
し
て
体
験
さ
れ
た
歴
史
と
思
考
さ
れ
た
歴
史
に
た
い
す
る
関
心
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
を
作
り
直
し
フ
ッ
サ
ー
ル
と
格
闘
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
つ

の
「
理
性
の
理
論
」
を
探
求
し
た
哲
学
者
が
、
彼
の
現
在
の
要
求
と
同
時
に
か
つ
そ

れ
と
共
同
し
て
体
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
そ
し
て
語
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
歴

史
の
哲
学
的
な
立
場
を
反
省
す
る
の
を
や
め
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
矛

盾
で
は
な
く
相
補
性
を
見
る
必
要
が
あ
る
。
歴
史
は
実
際
に
啓
蒙
の
哲
学
の
主
た
る

作
品
を
忘
れ
る
こ
と
を
せ
ず
、
カ
ン
ト
的
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
放
棄
し
た
知
識
の
理

論
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
を
提
起
し
、
ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
へ
の
彼
の
忠
誠
を
肯
定

す
る
の
で
あ
る
。

　　

今
や
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
（Étienne B

orne, 1907-1993

）
を
紹
介
す
る
べ

き
時
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
書
簡
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
た
時
期
に
お
け
る
彼

の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
た
い
す
る
制
度
的
、
友
情
的
、
哲
学
的
そ
し
て
宗
教
的
な
関
係

23　

い
く
つ
か
の
語
彙
と
判
読
不
可
能
な
固
有
名
を
わ
た
し
が
書
き
起
こ
し
た
際
に
生
じ

た
誤
り
と
、
結
局
は
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
謎
に
た
い
し
て

わ
た
し
は
そ
の
責
を
認
め
る
。

24　

一
九
三
一
年
一
月
二
四
日
付
の
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
へ
の
手
紙
。
ア
グ
ラ
ン
と
ア

ゼ
マ
の
な
か
の
三
〇
三
頁
を
見
よ
。Sinaceur1994, pp.17-8, p.22

も
参
照
せ
よ
。



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

八
一

ス
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
典
礼
に
非
常
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
（
タ

ラtala

）
に
よ
る
終
祷
に
し
ば
し
ば
参
加
し
た
。
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
は
彼
の

先
輩
に
た
い
し
て
顕
著
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
彼

の
姉
に
あ
て
た
一
九
三
一
年
の
手
紙
で
「
ボ
ル
ヌ
か
ら
の
手
紙
が
き
て
か
ら
わ
た
し

は
ま
た
タ
ラ
に
戻
っ
て
い
る
」28

と
告
白
し
て
い
る
。
除
隊
後
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ

ル
ヌ
は
Ｍ
Ｒ
Ｐ
﹇
国
民
共
和
国
運
動 M

ouvem
ent républicain populaire 

﹈
の
設

立
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
彼
は
民
主
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
雑
誌
で
あ
る

『
オ
ー
ブ
』L’Aube

の
論
説
委
員
に
な
り
、
雑
誌
『
人
間
の
大
地
』Terre hum

aine 

(1951-53)

の
編
集
長
と
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
別
の
組
織
で
あ
る
『
フ
ラ
ン

ス
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
』France-Forum

 

の
副
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
な
る
。
こ
の
組
織
は

一
九
五
七
年
に
設
立
さ
れ
、
そ
こ
で
彼
は
定
期
蘭
に
署
名
し
て
い
た
。
そ
し
て
『
ク

ロ
ア
』La C

roix 

の
論
説
委
員
と
な
る
。
確
信
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
彼
は
エ
マ

ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
（Em

m
anuel M

ounier

）
に
近
い
存
在
で
あ
り
、ム
ニ
エ
に
よ
っ

て
一
九
三
二
年
に
設
立
さ
れ
た
雑
誌
『
エ
ス
プ
リ
』Esprit 

の
協
力
者
で
あ
っ
た
。

ま
た
彼
は
マ
ル
ク
・
サ
ン
ニ
エ
（M

arc Sangnie, 1873-1950

）
の
キ
リ
ス
ト
教
社

会
運
動
と
も
近
し
か
っ
た
。
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
は
資
本
主
義
だ
け
で
な
く
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
も
民
主
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
に

関
心
の
あ
る
時
期
よ
り
も
あ
と
に
公
刊
さ
れ
た
本
の
な
か
に
は
、『
悪
の
問
題
』（
フ

28　

国
立
文
書
館
所
蔵
の
一
九
三
一
年
六
月
二
六
日
の
彼
の
姉
へ
の
手
紙
で
、
ニ
コ
ル
・

ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
、A

glan et A
zém

a, p. 256

の
注
六
三
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以

下
の
一
九
三
〇
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
家
族
へ
の
手
紙
も
参
照
。「
午
後
、
僕
た
ち
は
宗

教
的
な
議
論
を
始
め
た
の
だ
け
ど
、
そ
こ
で
僕
は
神
学
の
学
生
に
た
い
し
て
―
―
そ

し
て
最
終
的
に
は
全
員
に
た
い
し
て
―
―
自
分
で
も
驚
く
ほ
ど
の
熱
意
を
も
っ
て
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
を
逐
一
擁
護
し
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
グ
ル
ー
プ
の
影
響
が
永
続
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。」（G

. Ferrières, op.cit., p. 73.

）

秘
書
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
モ
ノ
ー
（Jacques M

onod

）、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
の
崇
拝
者
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ペ
レ
（Jacques Perret

）、
ジ
ャ
ン
・
ギ
ッ
ト

ン
（Jean G

uitton

）（
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
九
二
〇
年
度
生
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ

（M
ichel H

enry, 
一
九
二
五
年
度
生
）、
正
統
派
哲
学
者
の
ニ
コ
ラ
・
ベ
ル
デ
ィ
オ
フ

（N
icolas B

erdiaev, 1874-1948

）、
ま
た
ピ
エ
ー
ル
・
モ
ー
リ
ー
牧
師
（le pasteur 

Pierre M
aury. 

彼
は
、
ス
イ
ス
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
で
あ
る
カ
ー
ル
・
バ
ル

ト
（1886-1968

）27

の
著
作
の
翻
訳
者
で
あ
り
、
ま
た
雑
誌
『
信
仰
と
告
白
』（Foi et 

Vie

）
の
編
集
者
で
も
あ
る
）。
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の

使
命
に
つ
い
て
議
論
し
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
た
い
し
て
多
く
の
貢

献
を
な
し
て
い
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
を
統
合
す
る
文
化
に
先
だ
っ

て
、
キ
リ
ス
ト
教
グ
ル
ー
プ
の
い
く
つ
か
の
集
会
が
自
然
に
、
聖
書
、
信
仰
、
祈
祷
、

神
の
計
り
知
れ
な
い
威
光
に
つ
い
て
議
論
す
る
た
め
の
場
所
と
な
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ

27　

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、
幾
人
か
の
人
々
に
よ
っ
て
、
改
革
以
来
最
大
の
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
神
学
者
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
現
代
性
に
調
和

さ
せ
た
理
由
に
よ
り
自
由
主
義
神
学
を
批
判
し
、
ま
た
現
存
し
て
い
る
社
会
秩
序
を
、

キ
リ
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
遠
の
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
批
判
し
た
。
彼
は
公

式
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
対
決
し
（
バ
ル
メ
ン
宣
言
）、
ボ
ン
大
学
の
神
学
教
授
の
席
を
解
任

さ
れ
た
が
バ
ー
ゼ
ル
大
学
で
職
を
ふ
た
た
び
え
て
、そ
の
地
か
ら
彼
の
影
響
は
広
が
っ

た
。
彼
は
、
神
の
絶
対
的
超
越
性
の
観
念
を
擁
護
し
、
啓
示R

évélation

以
外
の
仕
方

で
神
を
認
識
す
る
こ
と
の
人
間
的
無
能
力
を
擁
護
し
た
（
一
九
二
四
年
に
出
版
さ
れ

た
『
神
の
国
と
人
間
の
国
』）。
こ
の
区
別
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
構
想
と
あ
ま
り
一

致
し
て
い
な
い
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
神
と
知
解
可
能
性
は
同
じ
ひ
と
つ
の
も

の
で
し
か
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
完
全
に
逃
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方

で
こ
の
点
に
つ
い
て
の
区
別
は
、
ボ
ル
ヌ
に
よ
っ
て
も
コ
ミ
ッ
ト
さ
れ
る
（
以
下
を

み
よ
）。
し
か
し
な
が
ら
、
バ
ル
ト
は
、
ま
た
神
学
が
完
全
に
合
理
的
な
事
柄
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
擁
護
し
て
い
る
。



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

八
二

に
つ
い
て
思
考
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
あ
る
コ
ー
ド
と
し
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し

た
り
す
る
。」

　

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
手
紙
の
や
り
取
り
の
あ
っ
た
時
期
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
は
か
な
り
の
強
度
の
宗
教
的
経
験
を
生
き
て
い
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
グ
ル
ー
プ

の
集
会
の
た
め
に
自
己
解
脱 détachem

ent de soi 

に
か
ん
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

の
文
章
を
選
集
し
、
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
の
文
章
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。「
自
己

愛
、
自
己
保
身
、
自
己
正
当
化
を
も
た
ら
す
逃
げ
口
上
と
恥
ず
べ
き
嘘
か
ら
離
れ

て
、
本
質
的
な
も
の
へ
と
帰
さ
れ
簡
素
化
さ
れ
た
生
の
計
画
」
を
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

は
こ
の
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
に
し
た
が
っ
て
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、「
も
は
や
神
、

す
な
わ
ち
唯
一
存
在
す
る
に
値
す
る
も
の
し
か
存
在
し
な
い
た
め
に
は
、
彼
が
わ
た

し
た
ち
に
提
起
す
る
完
全
な
消
滅 effacem

ent 

と
い
う
観
点
を
わ
た
し
た
ち
は
愛
す

る
。」32　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ペ
レ
に
よ
れ
ば
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
自
己
解
脱
に
た
い
し
て

一
歩
も
譲
ら
な
い
一
方
で
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
は
よ
り
「
人
間
的
」
で
あ
る

態
度
を
示
し
て
い
た
。
自
己
解
脱
に
つ
い
て
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
頑
固
さ
は
、
彼
の

哲
学
的
合
理
主
義
と
関
係
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を「
ラ

デ
ィ
カ
ル
な
合
理
主
義
」
と
見
る
彼
の
個
人
的
な
見
方
と
も
関
係
し
て
い
る
。
こ
の

「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
合
理
主
義
」
と
い
う
見
方
の
結
果
は
、実
践
面
に
お
い
て
は
エ
キ
ュ

メ
ニ
カ
ル
な
精
神33

へ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
と
の
同
盟
に
よ
っ
て
と
り
わ
け
社
会
主
義

32　

ジ
ャ
ッ
ク
・
ペ
レ
に
よ
る
証
言
。G

abriel Ferrières, op. cit., p. 35

。
同
様
に
、
三
三

頁
か
ら
四
二
頁
も
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
グ
ル
ー
プ
で
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
の
別
の
礼
拝
式
が
、
一
九
三
〇
年
六
月
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
、
ミ
サ
の
テ
キ
ス
ト

に
持
ち
込
ん
だ
。

33　

こ
こ
で
も
ま
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ペ
レ
に
よ
る
証
言
に
よ
れ
ば
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
教

会
統
一
の
最
近
の
傾
向
に
つ
い
て
、
発
表
を
行
っ
た
（
一
九
二
九
年
九
月
一
三
日
）。

哲
学
に
転
じ
る
こ
と
で
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
自
然
に
、
普
遍
の
た
め
に
戦
っ
た
。

ラ
ン
ス
大
学
出
版
会
、
一
九
五
八
年
、
再
版
複
数
回
）
や
、『
真
理
の
情
熱
』（
フ
ァ

イ
ヤ
ー
ル
社
、
一
九
六
二
年
）
と
い
う
題
名
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
師

で
あ
る
ア
ラ
ン
の
ク
ラ
ス
（
準
備
学
級
文
化
一
年
次
ク
ラ
ス
）
に
お
け
る
ア
ン
リ
四

世
校
で
の
教
育
の
仕
事
に
加
え
て
、
彼
は
公
教
育
一
般
の
視
学
官
の
仕
事
も
行
っ
て

い
た
。

　　

し
た
が
っ
て
こ
の
手
紙
で
行
わ
れ
る
対
話
は
、
一
方
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト

リ
ッ
ク29

の
あ
い
だ
の
宗
教
的
な
対
話
で
あ
る
と
同
時
に
、
哲
学
的
な
対
話
で
も
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
手
紙
が
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
抱
い
て
い
た
深
い
友
愛
の
感
覚

を
示
し
て
い
る
こ
の
対
話
は
、
お
互
い
の
無
理
解
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
際
立
た

せ
た
「
戦
い
」30

に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
対
話
は
再
び
「
内
的
な
一
人
語
り
」31

へ
と
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
を
再
び
導
く
こ
と
に
な
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。「
繊
細
で
深
い
す
べ
て
は
、
―
―
お
そ
ら
く
は
、
現
前
が
も
は
や
表

象
さ
れ
な
く
な
る
や
す
ぐ
に
―
―
ど
こ
で
現
前
（
現
在
）
が
始
ま
る
の
か
を
知
る
こ

と
だ
。
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
を
わ
た
し
た
ち
の
ほ
う
に
再

び
向
き
な
お
し
、
そ
し
て
、
重
要
さ
の
感
覚
を
感
じ
取
ら
せ
た
り
、
も
し
平
衡
状
態

29　
『
信
仰
と
生
』（
一
九
二
五
年
一
月
一
日
号
の
ノ
ー
ト
Ａ
）
の
記
事
の
な
か
で
、カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
対
比
さ
せ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
「
信
徒
に
た
い
し
て
、
人
格
を
破
壊
す
る
、
聖
性
と
世
俗

性
の
あ
い
だ
の
対
立
に
従
わ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
聖
性
と
世
俗
性
の

紐
帯
こ
そ
が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
の
な
か
で
熱

心
に
擁
護
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

30　

以
下
に
登
場
す
る
一
九
三
〇
年
九
月
二
六
日
付
の
手
紙
を
参
照
。

31　

国
立
文
書
館
所
蔵
の
一
九
三
一
年
六
月
二
六
日
の
彼
の
姉
へ
の
手
紙
。A

glan et 

A
zém

a, p.38

に
お
い
て
、
ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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書
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（
一
九
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‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

八
三

の
だ
か
ら
。

　　

わ
た
し
は
こ
の
手
紙
を
時
間
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
が
い
く

つ
か
の
検
証
に
よ
っ
て
再
構
成
し
た
順
序
に
し
た
が
っ
て
紹
介
す
る
。
と
い
う
の
も

い
く
つ
か
の
手
紙
に
は
そ
れ
が
書
か
れ
た
年
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

わ
た
し
の
か
な
り
の
執
拗
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー
ヌ
の
貴
重
で

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
援
助
と
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ト
マ
ン
の
助
け
が
複
数
の
単
語
の
解
読

に
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
。
と
い
う
の
も
い
く
つ
か
の
語
は
、
わ
た
し
た
ち
の
感
覚

で
は
な
ぞ
な
ぞ
の
よ
う
な
も
の
の
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
だ
。
幸
運
な
こ
と
に
彼
の
孤
独

に
よ
っ
て
生
じ
た
空
白
は
、
関
連
す
る
文
の
意
味
に
た
い
し
て
重
大
な
欠
陥
と
な
っ

て
は
い
な
い
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
個
人
名
を
特
定
す
る
こ

と
も
常
に
可
能
で
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
文
字
は
非
常
に
読
み
づ
ら
く
、

往
復
書
簡
の
相
手
か
ら
の
手
紙
は
失
わ
れ
て
い
た
せ
い
で
、
ま
た
過
去
と
の
距
離
の

せ
い
で
、
複
数
の
謎
に
絡
み
取
ら
れ
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
た
探
偵
の
仕
事
の
よ

う
に
非
常
に
曲
が
り
く
ね
っ
た
も
の
に
な
っ
た
。

　

わ
た
し
は
時
々
読
み
手
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
句
読
点
記
号
を
書
き
加
え
、
括
弧

書
き
に
し
て
い
く
ら
か
の
言
葉
を
書
き
足
し
た
。
括
弧
の
中
に
は
知
恵
に
よ
っ
て
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
少
な
く
と
も
忍
耐
力
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
試
み
た
推
測
が

失
敗
し
た
と
こ
ろ
で
は
疑
問
符
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
わ
た
し
は
読
者
に
た
い
し
て
、
数
多
く
の
し
か
も
時
と
し
て
長
大
な
注
を

注
意
深
く
読
む
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
注
は
読
者
が
ス
ム
ー
ズ
に
読
む
こ
と
を
妨

げ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
文
章
の
意
味
と
そ
の
文
脈
を
明
晰
に
す
る
た
め
に

は
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ペ
ン
の
も
と
に
名
前

者
へ
と
至
る
。
と
い
う
の
も
社
会
主
義
者
は
平
和
を
守
り
社
会
不
正
と
い
う
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
を
正
す
こ
と
を
求
め
る
か
ら
だ34

。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
政
党
の
党
員
で
こ
そ

な
か
っ
た
が
、
実
際
に
社
会
主
義
の
証
拠
と
な
る
価
値
観
（
こ
れ
は
高
等
師
範
学
校

の
社
会
主
義
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
て
い
た
価
値
観
で
も
あ
る
）
を
擁

護
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
二
五
年
に
は
共
産
党
員
に
な
ろ
う
と
す
る
ま
で
に
至
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る35

。
こ
れ
ら
の
信
念
全
体
の
残
響
を
こ
の
手
紙
の
な
か
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
信
念
全
体
は
手
紙
が
含
む
数
多
く
暗
喩
の
せ
い
で
し

ば
し
ば
謎
め
い
て
お
り
、
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
の
個
人
的
な
返
事
や
反
応
を
参

照
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
と
意
味
を
本
当
に
再
構
築
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
残
響
は
今
日
で
も
ま
だ
信
じ
が
た
い
現
代
性
を

保
持
し
た
ま
ま
わ
た
し
た
ち
に
鳴
り
響
い
て
い
る
。
か
ろ
う
じ
て
暴
露
さ
れ
た
け
し

か
ら
ぬ
不
正
と
恥
知
ら
ず
な
搾
取
に
対
す
る
戦
い
は
い
つ
勝
利
を
収
め
る
こ
と
に
な

る
の
か
。
そ
れ
ほ
ど
に
わ
た
し
た
ち
は
完
璧
な
経
済
の
帝
国
の
も
と
に
生
き
て
い
る

34　

ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
っ
て A

glan et A
zém

a, p. 33

‐42
で
言
及
さ
れ
て
い
る
シ
ャ

ル
ル
・
ル
・
ク
ー
ル
の
証
言
を
参
照
。
ま
た
、
一
九
三
二
年
一
月
二
〇
日
の
彼
の
両

親
へ
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
手
紙
の
末
尾
も
参
照
（G

. Ferrières, op.cit., p. 75

）。
哲

学
者
ア
ラ
ン
の
弟
子
で
あ
る
ノ
ル
マ
リ
ア
ン
た
ち
は
、
第
一
に
平
和
主
義
者
で
あ
っ

た
。
し
か
し
環
境
が
視
点
を
変
更
し
、
国
家
の
価
値
を
擁
護
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く

す
る
こ
と
と
な
る
。

35　

G
. Ferrières, op. cit., p. 33

。ま
た
、以
下
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
数
学
者
で
あ
る
ポ
ー

ル
・
ラ
ベ
ル
ヌ
（Paul Labérenne

）
へ
の
手
紙
も
参
照
。「
哲
学
に
か
ん
し
て
、
弁

証
法
的
唯
物
論
に
よ
っ
て
わ
た
し
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
あ
な
た

の
態
度
か
ら
そ
れ
ほ
ど
排
除
さ
れ
て
い
な
い
諸
結
果
に
わ
た
し
が
導
か
れ
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
お
伝
え
し
ま
す
」（
引
用
は
ア
ン
リ
・
ム
ー
ガ

ン（H
enri M

ougin

）に
よ
る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
論
文
か
ら
。La Pensée, n.4 
juillet - septem

bre, 1945, p. 79

。）
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か
げ
で
あ
る
。

ウ
リ
ヤ
・
ベ
ニ
ス
＝
シ
ナ
ス
ー
ル

が
現
れ
る
数
多
く
の
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
一
言
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る

よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
た
。
読
者
は
最
初
に
読
む
と
き
に
は
そ
れ
を
読
み
飛
ば

す
か
ど
う
か
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
ブ
リ
ー
ヴ
・
ラ
・
ガ
イ
ヤ
ル
ド
市
長
で
あ
り
エ
ド
モ
ン
ト
・
ミ
シ
ュ
レ
研
究

博
物
館
長
で
あ
る
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
フ
ル
ー
氏
と
、
同
館
の
助
手
で
あ
り
こ
の
手
紙

の
コ
ピ
ー
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
パ
ト
リ
シ
ア
・
レ
イ
モ
ン
女
史
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
閲
覧
と
出
版
を
許
可
し
て
い
た
だ
い
た
ド
ミ
ニ
ク
・
ボ
ル

ヌ
氏
に
も
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
わ
た
し
と
と
も
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
文
章
に
立

ち
向
う
こ
と
を
甘
受
し
、
わ
た
し
に
複
数
の
歴
史
的
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
た
ニ

コ
ル
・
ラ
シ
ー
ヌ
と
、
ま
た
そ
の
記
憶
と
解
読
能
力
を
頼
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ト
マ

ン
に
親
愛
な
る
感
謝
を
申
し
添
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
ニ
コ
ル
・
ラ
シ
ー

ヌ
の
仕
事
と
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
人
格
と
同
じ
ぐ
ら
い
複
雑
な
人
格
の
研
究
に
取
り

組
む
や
り
方
を
根
本
的
に
刷
新
し
た
わ
た
し
の
同
僚
で
も
あ
る
ア
リ
ヤ
・
ア
グ
ラ

ン
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ゼ
マ
、
ブ
ノ
ワ
・
ヴ
ェ
ル
ニ
の
仕
事
に
敬
意
を
表
し

た
い
。
状
況
に
身
を
投
じ
た
合
理
主
義
者
で
あ
り
、
活
動
主
義
的
で
無
視
無
欲
の
レ

ジ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
、
有
責
か
つ
全
体
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
思
想
家
に
し
て
戦
士

と
い
う
彼
の
複
雑
な
人
格
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
と
く
に
ブ
ノ
ワ
・
ヴ
ェ
ル
ニ

は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
人
生
の
最
後
の
数
週
間
と
最
後
の
数
日
に
生
じ
た
事
実

0

0

の
調

査
に
よ
っ
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
人
格

0

0

の
本
質
的
な
相
貌
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
成

功
し
た
。
そ
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
そ
の
横
顔
は
、
疑
い
え
な
く
卓
越
し
た

0

0

0

0

あ
る
人
間
の
高
貴
な
質
を
確
認
し
、
明
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
仕
事
は
今
よ
う
や
く
終
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
も
こ
こ
ま
で
遅
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
催
促
も
な
し
に
待
っ
て
く
れ
た
ド
ミ
ニ
ク
・
プ
ラ
デ
ル
の
お
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エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙

（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）﹇
附
、
シ
ナ
ス
ー
ル
に
よ
る
解
説
﹈

図１：ソージュ 1（ジロンド）の軍駐屯所
― 大時計のロータリー ―

　

　

ソ
ー
ジ
ュ1

（
ジ
ロ
ン
ド
）
の
群
駐
屯
所

　

―
―
大
時
計
の
ロ
ー
タ
リ
ー

　　
﹇
解
説
﹈
上
記
の
葉
書
と
こ
れ
に
続
く
つ
ぎ
の
手
紙
に
は
七
月
三
日
の
日
付
が
付

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
手
紙
は
ジ
ロ
ン
ド
に
あ
る
ソ
ー
ジ
ュ
で
書
か
れ
て
い
る
。
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
一
九
二
七
年
九
月
か
ら
一
九
二
八
年
九
月
ま
で
軍
役
に
つ
い
て
お

り
、
ソ
ー
ジ
ュ
に
駐
屯
す
る
セ
ネ
ガ
ル
狙
撃
兵
第
一
四
連
隊
少
尉
と
し
て
一
九
二
八

年
六
月
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
軍
規
と
肉
体
的
訓
練
に
よ
く
従
事
し
て
い
る
。

「
馬
の
歩
行
訓
練
」の
さ
い
に
彼
か
お
も
し
ろ
い
も
の
、「
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
」「
官

能
の
力
」2

を
発
見
す
る
。
二
年
後
、
す
な
わ
ち
一
九
三
〇
年
の
夏
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
は
ふ
た
た
び
ソ
ー
ジ
ュ
に
い
る
。
と
こ
ろ
で
七
月
三
日
の
手
紙
の
冒
頭
か
ら
推
測

す
る
に
、
こ
の
手
紙
は
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
前
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

手
紙
は
夏
の
初
め
に
、お
そ
ら
く
は
一
九
三
〇
年
の
六
月
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

注
意
す
べ
き
こ
と
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
こ
の
日
付
の
と
き
、
一
九
二
八
年
の
退
役

以
来
、一
九
二
七
年
の
七
月
に
（
第
四
位
で
）
高
等
教
員
資
格
を
取
得
し
た
ジ
ャ
ン
・

1　

ふ
つ
う
はSouges

と
書
く
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
る
ス
ペ
ル
を
尊
重
し

て
の
こ
と
で
あ
る
。﹇
訳
者
付
記
。
手
紙
の
現
物
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
綴
り

をSouge

と
書
い
て
い
る
の
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
で
は
な
く
、
既
製
品
の
こ
の
写
真

つ
き
葉
書
の
写
真
撮
影
者
で
あ
るM

arcel D
elboy

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。M

arcel 

D
elboy

に
つ
い
て
は
、http://leonc.fr/cpa/W

ordPress/category/m
arcel-delboy/ 

を

参
照
。
た
だ
し
、
二
通
目
の
手
紙
に
あ
るSouge

と
い
う
綴
り
は
確
か
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、Souge

と
い
う
地
名
は
、
こ
の
時
期
、

一
般
に
こ
の
綴
り
で
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。ま
た
現
在
で
も
ソ
ー

ジ
ュ
駐
屯
所
の
綴
り
はSouge

と
書
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。﹈

2　

一
九
二
八
年
八
月
二
八
日
付
の
姉
へ
の
手
紙
。A

lgan et A
zém

a, p.28 

に
、
ニ
コ
ル
・

ラ
シ
ー
ヌ
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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し
た
ま
ま
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
合
理
主
義
に
お
い
て
非
常
に
際
立
つ
観
念

で
あ
る
。

　

こ
の
一
九
三
〇
年
度
の
哲
学
の
高
等
教
育
資
格
試
験
を
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ

が
通
過
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
。
ま
た
こ
の
年
度
に

は
、カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ほ
か
の
高
等
教
育
資
格
試
験
受
験
学
生
で
あ
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・

ロ
ト
マ
ン
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
も
合
格
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
競
争
に
か
け

ら
れ
た
ポ
ス
ト
は
全
部
で
八
つ
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

　

親
愛
な
る
ボ
ル
ヌ
、
こ
の
場
所
で
暗
闇
の
う
ち
に
す
べ
て
を
み
る
こ
と
は
、
―

―
す
く
な
く
と
も
来
歴
上
は
―
―
よ
く
知
ら
な
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
あ
な
た
が

な
す
こ
と
の
で
き
た
す
ば
ら
し
い
論
説
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
妨
げ
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
他
の
二
人
の
う
わ
さ
話
を
―
―
事
務
的
な
も
の
で
す
が
―
―

聞
い
た
か
ら
で
す
。
も
し
時
間
が
あ
れ
ば
、
す
こ
し
手
紙
を
書
い
て
も
ら
え

ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
ち
ょ
っ
と
し
た
プ
ネ
ウ
マ
的4

な
精
神
的
シ
ョ
ッ

4　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
言
葉
は
ま
さ
し
く
判
読
不
可
能
で
あ
る
。
わ
た
し
の
解
釈
は
、
葉

書
の
い
く
つ
か
の
行
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
身
体
と
精
神
の

連
接
／
対
立
に
基
づ
い
て
い
る
。「
プ
ネ
ウ
マ
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
気
息
を
意
味

し
て
お
り
、
生
命
の
非
物
体
的
な
原
理
で
あ
り
、
ま
た
神
的
な
息
吹
で
も
あ
る
。
こ

の
用
語
は
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
な
か
に

あ
ら
わ
れ
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ
の
用
語
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
を
造
語
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
実
際
、
出
版
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
な
い
私
的
な
文
章
の
な
か
で
、

彼
が
公
的
な
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
語
を
使
用
し
た
り
造
語
し
た
り
す
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
ま
れ
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
哲
学
の
高
等
教
員
資
格
試
験
の
受
験
者
た
ち
の
た
め
の
「
復
習
教

師
（
カ
イ
マ
ン
）」3

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
彼
が
葉
書
の
な
か
で
問
う
て
い
る
主
題
は
、
一
九
三
〇
年
の
哲
学
の
高
等
教
員

資
格
試
験
で
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
高
等
教
員
資
格
の
筆
記
試
験
の
ま
え

に
、
ソ
ー
ジ
ュ
で
の
軍
務
期
間
の
た
め
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
高
等
師
範
学
校
を
離
れ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
第
二
に
、
あ
と
の
い
く
つ
か
の
手
紙
の
な
か

で
さ
ら
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
と
い
う

反
省
の
テ
ー
マ
が
こ
こ
で
開
始
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ

の
テ
ー
マ
は
、
一
連
の
手
紙
の
も
っ
と
も
独
自
な
貢
献
の
ひ
と
つ
を
な
し
て
お
り
、

ま
た
こ
の
手
紙
の
著
者
に
つ
い
て
の
生
き
た
肖
像
の
な
か
で
も
っ
と
も
知
ら
れ
て
い

な
い
側
面
（
こ
の
側
面
は
、
彼
に
通
常
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
よ
り
も
、
多
か
れ
少
な

か
れ
図
式
的
で
な
い
も
の
で
あ
る
）
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
葉
書
で
は
、
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
に
と
っ
て
感
情
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
感
情
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
哲
学
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
黙

3　

高
等
師
範
学
校
ス
ラ
ン
グ
で
「
カ
イ
マ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
。
彼
は
こ
の
仕
事
に

一
九
三
六
年
ま
で
と
ど
ま
っ
た
。﹇
訳
者
註
：
一
九
二
八
年
の
退
役
後
す
ぐ
に
カ
イ
マ

ン
と
し
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
働
き
始
め
た
シ
ナ
ス
ー
ル
は
と
書
い
て
い
る
が
、
フ
ェ

リ
エ
ー
ル
の
伝
記
に
み
ら
れ
る
記
述
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
が
あ
る
。
フ
ェ
リ
エ
ー
ル

の
伝
記
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
二
八
年
の
秋
か
ら
ブ
ー
グ
レ
の
指
名
に
よ
っ

て
古
文
書
セ
ン
タ
ー
の
秘
書
の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
高
等
教
育
資
格

受
験
者
の
た
め
の
科
学
哲
学
の
コ
ン
フ
ェ
ラ
ン
ス
を
企
画
す
る
仕
事
を
任
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
伝
記
に
は
、カ
イ
マ
ン
と
し
て
の
仕
事
が
は
っ

き
り
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
三
一
年
の
一
一
月
か
ら
で
あ
る
。コ
ン
フ
ェ

ラ
ン
ス
の
企
画
も
カ
イ
マ
ン
と
し
て
の
仕
事
に
含
め
る
と
い
う
解
釈
を
す
る
な
ら
、

シ
ナ
ス
ー
ル
の
日
付
で
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。﹈



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

八
七

し
に
、
こ
の
「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
曰
く
、「
精
神
と
身
体
、
こ
れ
は
同
じ
ひ
と
つ
の
個
物
で
あ
る
」。
こ
れ

は
、
デ
カ
ル
ト
の
（
第
六
省
察
に
お
け
る
）
分
析
と
矛
盾
し
て
い
る
。﹇
デ
カ
ル
ト
﹈

曰
く
、「
わ
た
し
、
す
な
わ
ち
わ
た
し
の
魂
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
わ
た
し
が
わ
た

し
で
あ
る
も
の
な
の
だ
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
か
つ
真
に
わ
た
し
の
身
体
か
ら
区
別

さ
れ
る
・
・
・
」。
あ
る
意
味
で
は
、
こ
れ
以
上
言
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
あ
る
部
分
で
は
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
（1889-1973

）
の

哲
学
の
功
績
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
と
の
手
紙
の
や
り

と
り
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
定
理
と
次
の
よ
う
な
分
析
と
の

あ
る
種
の
類
縁
関
係
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の

哲
学
者
﹇
で
あ
る
マ
ル
セ
ル
﹈
に
よ
っ
て
一
九
三
五
年
に
、
つ
ま
り
こ
の
手
紙
よ

り
も
あ
と
に
オ
ビ
エ
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
著
作
の
な
か
で
、「
存
在 être

」
と
「
所

持 avoir

」
の
あ
い
だ
の
対
立
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
分
析
で
あ
る
。

現
象
学
の
航
跡
に
お
い
て
、
そ
し
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
下
に

お
い
て
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
は
人
間
の
状
況
、
具
体
的
経
験6

、
他
者
と
の

6　

こ
の
時
代
の
傾
向
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
一
九
三
二
年
の
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル

（1888-1974

）
に
よ
る
出
版
物
を
指
摘
し
て
お
く
。『
具
体
的
な
も
の
へ　

現
代
哲
学

の
歴
史
的
研
究
』（Paris, Vrin

）。
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
、
セ
レ
ス
タ
ン
・
ブ
ー
グ

レ
に
こ
の
本
の
サ
ン
プ
ル
を
送
っ
て
い
た
（
ウ
ル
ム
の
高
等
師
範
学
校
の
図
書
館
で
こ

の
サ
ン
プ
ル
は
見
つ
か
っ
て
い
る
）。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ア

グ
レ
ガ
シ
オ
ン
準
備
学
級
の
生
徒
の
一
人
で
あ
る
の
だ
が
、
世
界
の
対
象
を
学
問
の
対

象
と
考
え
、
日
常
的
で
間
主
観
的
な
経
験
の
対
象
と
は
考
え
な
い
知
性
主
義
的
な
態
度

（
と
り
わ
け
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
態
度
）
に
対
抗
し
て
、
具
体
的
な
も
の
の
把
握

に
か
ん
す
る
彼
の
哲
学
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
間
期
お
よ
び
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス

哲
学
だ
け
で
な
く
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
を
も
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
こ
の
具
体
的
な

ク coup de pneum
ationel 

を
加
え
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
が
良
い
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
と
は
、
わ
た
し
は
決
し
て

言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
は
筋
肉
の
痛
み
で

あ
り
、
意
識
さ
れ
た
陽
光
の
輝
き
な
の
だ
と
は
。
幸
い
な
こ
と
に
、
狙
撃
兵
ら

と
わ
た
し
の
昔
の
上
官
と
と
も
に
感
情
的
な
展
開
が
あ
り
ま
し
た
。

敬
具

Ｊ
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

　

　

＊
＊
＊

　　
﹇
解
説
﹈
次
の
手
紙
は
根
本
的
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
は
実
際
に
先
の
葉
書
の
な
か

で
偶
然
で
は
な
く
用
い
ら
れ
た
「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
表
現

を
明
示
的
に
含
ん
で
い
る
。あ
り
そ
う
な
の
は
、カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
こ
こ
で
カ
ト
リ
ッ

ク
教
徒
の
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
か
ら
の
意
見
あ
る
い
は
疑
問
に
た
い
し
て
答
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。あ
あ
！
彼
か
ら
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
返
さ
れ
た
手
紙
は
、

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
証
言
に
よ
れ
ば
だ
が
、
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　　

個
人
的
な
印
象
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ペ
レ
へ
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
手
紙5

も
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、

エ
チ
カ
（
第
二
部
、
命
題
二
一
）
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
定
理
を
想
起
す
る
こ
と
な

5　

G
.Ferrières, op.cit., p.49-50
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知
的
な
も
の
の
様
態
と
は
別
に
、
し
か
し
同
様
に
や
は
り
「
本
質
的
」
で
あ
る
も
の

と
し
て
、「
思
惟
の
ひ
と
つ
の
様
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
む
し
ろ
よ
り
広
い
意
味
で
精
神
的

生
の
ひ
と
つ
の
様
態
」
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
で
現
代

の
神
経
生
物
学
よ
り
も
ま
え
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
に
た
い
し
て
正
し
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ

の
区
別
が
現
実
に
は

0

0

0

0

決
し
て
欺
か
れ
る
こ
と
が
な
い
と
し
て
も
、
原
理
的
に
は

0

0

0

0

0

す
な

わ
ち
定
義
の
水
準
に
お
い
て
は
こ
の
区
別
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
付
け
加

え
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
遠
く
に
ま
で
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
ま
っ
た
く

デ
カ
ル
ト
的
な
精
神
に
お
い
て
は
、
知
性
の
事
物
に
到
達
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
個

物
の
精
神
構
造
に
到
達
す
る
こ
と
よ
り
も
一
般
的
に
た
や
す
い
と
主
張
す
る
こ
と
か

ら
は
じ
め
る
。
実
際
他
者
の
感
覚
、
情
動
あ
る
い
は
感
情
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
純

粋
に
知
性
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
ず
っ
と
複
雑
で
不
確
か
で
あ
り
、
問

題
含
み
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
し
て
い
る
。
も
し
一
方
で
数
学
的
証
明
の

次
元
を
理
解
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
純
粋
知
性7

に
よ
る
産
出
の
範
例
的
な
事
例
が
形

式
と
厳
密
さ
に
固
有
の
透
明
性
に
よ
っ
て
容
易
な
も
の
に
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

7　

数
学
は
最
も
高
度
で
最
も
純
粋
な
知
性
的
活
動
を
構
築
す
る
と
い
う
観
念
を
、カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
か
ら
直
接
的
に
受
け
継
い
で
い
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ク
は
『
数
理
哲
学
の
諸
段
階
』
の
序
文
に
お
い
て
、
数
学
は
「
最
も
精
巧
な

真
理
を
探
究
す
る
」
学
問
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
書
い
て
い
る
。
数
学
と
そ
の
歴
史

に
た
い
す
る
関
心
は
真
理
の
探
究
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ガ
リ
レ
オ
以
来
、
数
学
が

自
然
認
識
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
た
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
数

学
が
精
神
に
つ
い
て
の
認
識
の
基
礎
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
。

曰
く
「
そ
の
時
代
の
日
付
を
も
つ
思
惟
の
自
由
で
生
産
的
な
作
品
は
、
人
間
に
真
理

の
真
な
る
規
範
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
」。
こ
の
よ
う
に
「
古
典
」
哲
学
の
視
点
の
す

べ
て
が
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
な
ど
の
ラ
イ
ン
に
お
い
て
称
賛
さ
れ
る
の
で

関
係
を
扱
う
こ
と
で
、
初
期
の
フ
ラ
ン
ス
実
存
主
義
す
な
わ
ち
「
存
在
論
的
神
秘
」

へ
と
集
中
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
主
義
を
洗
練
さ
せ
た
。
彼
に
と
っ
て
あ
る
場
合

に
は
わ
た
し
は
あ
る
身
体
を
も
ち
、
ま
た
別
の
場
合
に
は
わ
た
し
は
わ
た
し
の

0

0

0

0

身
体

で
あ
る
。
こ
の
交
代
は
、
客
観
的
で
、
抽
象
的
で
、
科
学
的
で
、
疎
外
さ
れ
た
認
識

と
、実
存
的
神
秘
の
主
観
的
で
具
体
的
な
経
験
と
の
あ
い
だ
の
対
立
を
し
る
し
づ
け
、

そ
の
あ
い
だ
の
悲
劇
的
な
別
離
を
さ
え
し
る
し
づ
け
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ

て
、「
存
在
」
と
「
所
持
」
は
対
立
す
る

0

0

0

0

の
で
は
な
く
、
相
関
す
る

0

0

0

0 corrèle 

の
で
あ

り
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
認
識
と
経
験
、
学
知
と
思
惟
も
対
立
さ
せ
る
こ
と
な
く
連
接

さ
せ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
所
持
の
視
点
は
検
討
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
身
体
の
変
様
は
、
能
動
的
で
あ
り
、「
思
惟
の
種
別
的
形
相
」
を
構
築
す
る
か

ら
で
あ
る
。
二
人
の
著
者
の
視
点
の
あ
い
だ
に
は
溝
が
存
在
し
て
い
る
。
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
に
と
っ
て
、
精
神
に
た
い
し
て

0

0

0

0

身
体
の
価
値
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
で
、
通
常
の

二
分
法
の
極
性
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
分
離
不

0

0

0

可
能
で
あ
る

0

0

0

0

0

こ
と
を
示
す
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
全
く
異
な
る
こ

と
が
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
教
訓
に
し
た
が
え
ば
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
わ
た
し

は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
意
識
的
主
体
と
そ
の
身
体
と
の
あ
い

だ
の
分
離
を
消
去
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
味
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
身
体
に
と
っ

て
の
価
値
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
（
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
彼
独
自
の
現
象

学
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
な
か
で
こ
れ
を
展
開
し
た
の
だ
が
）、
現
象
学
は
意
図
せ
ず
に
、

一
七
世
紀
の
異
端
の
哲
学
者
の
特
異
な
独
創
性
を
確
認
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
、「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

も
の
の
哲
学
の
先
駆
者
の
な
か
で
も
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（1844-1900

）、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
（1833-1911

）、ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ジ
ン
メ
ル
（1858-1918

）

と
い
う
ド
イ
ツ
の
思
想
家
た
ち
を
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

八
九

か
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る8

。
感
情
が
思
考
の
「
核
」
を
、
た
し
か
に
そ
れ
は
今
ま

で
に
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
本
質
的
」
で
あ
り
、
純
粋
理
性
の
思
考
と
「
同

じ
く
ら
い
価
値
の
あ
り
う
る
」
思
考
の
「
核
」
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

感
情
が
無
視
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
理
解
不
可
能
で
あ
る
（
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、

こ
の
感
情
に
つ
い
て
「
軽
蔑
す
べ
き
」9

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
価
値
判
断
を
含

ん
で
い
る
）
と
い
う
こ
と
は
な
く
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
原
理
的
に
感
情
と
理
性
を
同
じ
平
面
の
上
に
お

8　
「
と
も
か
く
」C’est ainsi

は
、
純
粋
な
偶
然
性
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ

て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
「
思
考
の
放
棄
」
を
意
味
す
る
。

実
際
、
こ
れ
を
、『
論
理
学
と
学
知
の
理
論
に
つ
い
て
』
の
一
九
六
〇
年
版
の
七
六-

七
七
頁
の
議
論
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
た
起
源
へ
の
回
帰
に
つ
い
て
の
注
釈
す
る
な
か
で
、
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。「
把
握
可
能
に
す
る（
理
解
す
る
）こ
と
は
、現
象
学
的
な
意
味
で
は
、

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
平
面
を
変
更
し
た
り
、
内
容
を
そ
れ
以
外
の
べ
つ
の
も
の
に

還
元
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
錯
綜
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
作
用
を
『
何
も
の

に
も
差
し
戻
す
こ
と
の
な
い
』
十
全
な
光
の
な
か
で
、
作
用
の
継
ぎ
目
の
な
い
体
系

へ
と
至
る
た
め
に
、
指
示
指
標
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、﹇
オ
イ
ゲ
ン
・
﹈

フ
ィ
ン
ク
は
、
現
象
学
は
考
古
学
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
無
媒
介
的
な
思
考
に
あ
る
作
用
と
内
容
の
外
で
は
何
も
の
も
要
求
さ
れ
る

も
の
は
な
く
、
他
方
で
高
位
の
正
統
性
は
こ
の
現
前
そ
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は

全
体
を
失
う
こ
と
の
な
し
に
そ
の
一
部
を
あ
る
い
は
あ
る
特
徴
を
変
更
に
よ
っ
て
切

り
離
す
こ
と
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
す
べ
て
の
必
然
性
の
基
礎
は
形
相
的
変
更
に
お

け
る
こ
の
『
わ
た
し
は
他
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
』
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
が
合

法
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
思
考
の
放
棄
で
あ
る
。」

9　

こ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
軽
蔑

す
べ
き m

éprisable

」
と
は
、
身
体
の
蔑
視
（
あ
る
い
は
否
定
）
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
取
り
上
げ
な
お
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
「
他
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
」
は
身
体
の
不
透
明
さ
に
、
す
な
わ
ち
各
個
物

の
状
況
や
そ
れ
ら
の
環
境
を
考
慮
す
る
な
ら
、
個
物
の
交
換
不
可
能
性
と
い
っ
た
こ

と
に
ぶ
つ
か
る
。こ
れ
こ
そ
が
一
般
的
に
言
っ
て
誤
解
と
思
い
違
い
の
原
因
で
あ
り
、

演
劇
や
小
説
に
よ
る
そ
の
演
出
は
、
人
間
性
の
悲
‐
喜
劇
的
条
件
を
絶
え
ず
示
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
の
ほ
か
に
は
感
覚
や

感
情
を
包
摂
す
る
思
惟
の
こ
の
特
徴
的
な
帯
域
を
理
解
す
る
方
法
は
な
い
。
こ
の
危

険
な
操
作
は
ま
さ
に
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
の
賭
け
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
信
じ
る

0

0

0

こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

信
仰
は
事
実

0

0

に
基
づ
い
て
お
り
、
あ
る
い
は
現
代
の
神
経
生
物
学
に
よ
っ
て
前
進
さ

せ
ら
れ
た
仮
説

0

0

に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
生
物
学
的
に
利
他
主
義

的
で
あ
る
（
フ
ロ
イ
ト
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、「
死
の
欲
動
」
や
自
己
破
壊
の
こ
れ

も
ま
た
生
物
学
的
な
起
源
を
仮
定
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
人
間
は
自
分
と
類
似

し
た
も
の
を
破
壊
す
る
こ
と
に
夢
中
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
な
ぜ
人
間
は
自
発
的

に
は
他
者

0

0

の
な
か
に
自
分
と
類
似
し
た
も
の
を
認
識
し
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

が
誇
張
し
、「
身
体
イ
メ
ー
ジ
」
つ
ま
り
幻
想
の
領
域
を
も
含
ん
で
い
る
表
現

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

へ
と

投
影
す
る
と
い
う
動
機
の
な
か
に
、
把
握
不
可
能
な
純
粋
な
偶
然
性

4

4

4

と
は
別
の
も
の

が
ま
さ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
知
解
可
能
な
な
に
か
が
、
つ
ま
り
そ
の
原

因
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
理
由
を
発
見
す
る
こ
と
の
で
き
る
な
に
か
が
ま

さ
に
あ
る
は
ず

0

0

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知
解
可
能
な
も
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に

感
覚
可
能
な
も
の
と
対
立
し
は
し
な
い
。
偶
然
性
に
こ
そ
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
遭
遇

す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
確
認
す
る

4

4

4

4 

4

constater 

こ
と
し

あ
る
。
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た
、
可
能
で
あ
れ
ば
一
連
の
世
界
の
「
出
来
事
」
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
、
す
な
わ

ち
経
験
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
や
経
験
の
媒
介
物
を
指
示
す
る
た
め
に
、
こ
の
語
を
用
い

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
両
義
的
な
語
彙
な
の
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
彼
の

企
て
の
そ
れ
ぞ
れ
に
全
体
と
し
て
専
念
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
、
数
学
と
論
理
学

の
テ
キ
ス
ト
と
、
彼
が
取
り
組
ん
だ
哲
学
改
革
と
、
致
命
的
な
結
末
が
彼
の
人
生
を

英
雄
的
な
運
命
へ
と
変
え
て
し
ま
っ
た
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
同
一
視
す
る

に
せ
よ
、
こ
の
経
験
の
両
義
性
は
と
り
わ
け
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
用
語
は
現
象

学
に
よ
っ
て
流
行
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
結
局
は
実
現
す
る
こ

と
の
な
か
っ
た
『
数
学
的
経
験
』
と
い
う
著
作
を
書
く
と
い
う
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
計

画
に
、
彼
が
認
め
て
い
た
大
変
な
重
要
性
を
思
い
起
こ
す
た
め
に
意
図
的
に
こ
の
経

験
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。「
経
験
」
と
「
数
学
」
と
い
う
二
つ
の
用
語
の
結
合
は
、

そ
の
本
性
に
反
し
て
正
統
派
現
象
学
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
も
し
れ

な
い
。
確
か
に
こ
の
結
合
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
手
紙
で
用
い
ら
れ
て

い
る
表
現
に
従
え
ば
、「
外
か
ら
と
内
か
ら
と
」、
言
い
か
え
れ
ば
、
―
―
理
解
し
、

発
見
し
、
証
明
し
、
発
明
す
る
主
体
と
、
構
成
さ
れ
る
対
象
と
の
完
全
な
一
致
に
お

い
て
―
―
純
粋
な
客
観
的
で
外
的
な
面
か
ら
と
、
内
的
な
面
か
ら
孤
立
し
て
い
る
と

同
時
に
、
数
学
的
命
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
宇
宙
に
深
く
入
り
込
む
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
知
解
可
能
な
も
の
の
内
面
化
さ
れ
た
経
験
の
請
願

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
確
か
に
こ
れ
は
神
秘
的
経
験
よ
り
も
接
近
可
能
な
も
の
で
あ
る

と
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
み
な
し
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
数
学
的
経
験
は
、「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
経
験
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
種
の
対
位
法
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

　

い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
彼
は
、
二
つ
の
宇
宙
、
す
な
わ
ち
感
情
と
信0

仰0 croyanc 

の
宇
宙
と
、
合
理
的
推
論

0

0

0

0

0 raisonnem
ent 

の
宇
宙
を
問
う
て
い
る
。
そ

し
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
彼
が
最
初
の
も
の
、
す
な
わ
ち
信
仰foi

の
宇
宙
を
も
受

け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
自
分

の
「
挫
折 chutes
」
に
つ
い
て
語
り
、
個
人
的
に
は
お
そ
ら
く
決
し
て
十
分
な
到
達

は
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
近
づ
き
は
し
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

そ
の
言
葉
が
明
示
的
に
書
か
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
は
「
神
秘
的
な
観
照
」

と
禁
欲
の
困
難
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
物
質
的
な
要
素
が
、
こ
こ
で
た
だ

ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
す
る
解
釈
を
固
め
て
く
れ
る
。
一
九
三
〇
年
の
六

月
二
二
日
付
け
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ペ
レ
へ
の
手
紙
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ

ス
は
十
字
架
の
聖
ヨ
ハ
ネ
を
読
ん
で
い
る
最
中
で
あ
る（
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
ェ
リ
エ
ー

ル op. cit., p. 49

を
見
よ
）。
し
た
が
っ
て
、信
仰
か
ら
知
解
可
能
性
へ
と
む
か
う「
緊

張
」
が
、
あ
る
い
は
、
知
解
可
能
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
信
仰
の
緊
張
が
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

手
紙
の
終
わ
り
の
部
分
は
、
物
理
的
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
精
神
的
経
験
に
つ
い

て
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
著
者
は
、
コ
ス
モ
ス
に
お
け
る
主
体

0

0

と
し
て
の
彼
に
と
っ
て

重
要
な
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
が
ら
、
コ
ス
モ
ス
の
一
要
素
に
な
る
の
を
感
じ
と

る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
環
境
の
同
じ
パ
ラ
メ
ー
タ
、
と
り
わ
け
風
が
、

そ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
客
観
的
な
面
に
お
い
て
、
つ
ま
り
世
界
の
対
象
と
し
て
は
あ
ら

わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
経
験
を
生
き
て
そ
れ
に
出
会
う
主
体
の
経
験
に
お
い
て
「
把

握
さ
れ
る
」
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
主
体
と
世
界

の
あ
い
だ
の
区
別
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
経
験
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
も
う
一
言
述
べ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
経
験
と
い

う
用
語
は
、
個
人
の
体
験
が
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
総
称
で
も
あ
る
が
、
科
学
も
ま
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九
一

れ
た
の
で
す
か
ら
。
―
―
ロ
ト
マ
ン12

が
、
数
日
前
に
、
あ
な
た
の
テ
ー
マ
の

入
念
な
テ
キ
ス
ト
を
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
も
っ
て
き
ま
し
た
。
―
―
わ
た
し
は

あ
な
た
が
最
初
に
わ
た
し
に
言
っ
て
い
た
こ
と
を
と
て
も
気
に
入
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
な
か
ば
は
あ
な
た
の
意
見
に
賛
成
で
し
た
。
す
く
な
く
と
も
ネ
ガ

と
し
て
は
。
ま
さ
に
パ
ロ
デ
ィ13

に
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
い
く
ぶ
ん
退
屈
な

12　

ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ
ン
（1904-1944

）
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
年
下
の
同
僚
で
友

人
で
あ
り
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
エ
ミ
ー
・
ネ
ー
タ
ー
の
学
派
が
、

一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
三
〇
年
の
一
〇
年
間
に
展
開
し
た
構
造
的
代
数
学
と
集
合
論

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
非
常
に
個
人
的
な
哲
学
を
生
み
出
し
た
。
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
ロ
ト
マ
ン
は
、
存
在
的
と
存
在
論
的
の
あ
い
だ
の
根
本
的
な
区
別
に
基
づ

く
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
分
析
を
、
数
学
理
論
の
発
生
に
応
用
し
た
。

13　

ド
ミ
ニ
ク
・
パ
ロ
デ
ィ
（D

om
inique Parodi, 1870-1955

）
は
、
高
等
師
範
学
校
の

卒
業
生
で
、
哲
学
の
教
員
資
格
を
も
っ
て
お
り
、『
形
而
上
学
道
徳
雑
誌
』
の
秘
書

で
あ
り
、
公
教
育
の
監
察
官
で
あ
り
、
当
該
の
教
員
資
格
試
験
の
主
査
だ
っ
た
。
彼

は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
派
の
知
識
人
の
あ
い
だ
で
有
名
で
あ
っ
た
。
彼
は
と
り
わ
け
『
道

徳
問
題
と
現
代
思
想
』（Félix A

lcan, Paris, 1910

）
と
『
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
哲
学　

学
説
の
分
類
の
試
み
』（Félix A

lcan, Paris, 1919

）
の
著
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
フ

ラ
ン
ス
哲
学
に
た
い
し
て
ド
イ
ツ
の
現
象
学
と
実
存
主
義
的
思
想
の
筋
の
発
展
が
も

た
ら
し
た
激
動
を
意
識
し
て
い
た
。
彼
の
息
子
の
ル
ネ
・
パ
ロ
デ
ィ
（R

ené Parodi, 

1904-1942

）
は
、
司
法
官
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
北
部
に
お
け
る
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の

先
駆
者
で
あ
り
、「
北
の
自
由Libération-N

ord

」
運
動
の
創
設
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

一
九
四
一
年
四
月
に
彼
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
を
「
北
の
自
由
」
の
第
一
回
指
導
者
会
議

に
招
き
、
か
れ
を
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ピ
ノ
ー
（C

hristien Pineau

）
に
紹
介
し
て
い
る
。

彼
は
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
に
よ
っ
て
一
九
四
二
年
の
冬
に
逮
捕
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
投
獄
さ

れ
た
。
そ
し
て
一
九
四
二
年
四
月
に
は
彼
が
独
房
か
ら
い
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
彼
は
お
そ
ら
く
は
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
ミ
ニ
ク
の
も
う
一
人
の

息
子
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
パ
ロ
デ
ィ
（A

lexandre Parodi, 1901-1979

）
は
、

　

ソ
ー
ジ
ュ
、
七
月
三
日
（
一
九
三
〇
年
）

　

　

親
愛
な
る
ボ
ル
ヌ
、

　

ボ
レ
ル10

が
、
一
度
な
ら
ず
わ
た
し
た
ち
の
手
紙
の
や
り
取
り
が
破
局
的
な

仕
方
で
終
わ
り
に
な
る
と
わ
た
し
に
思
わ
せ
ま
し
た
が
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の

手
紙
の
な
か
の
、
な
に
が
あ
な
た
の
こ
の
沈
黙
に
よ
る
返
答
を
喚
起
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
一
、二
度
自
問
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
形

で
の
あ
な
た
の
冷
淡
さ
を
な
ん
と
か
わ
た
し
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

は
わ
た
し
を
安
心
さ
せ
ま
し
た
。
一
面
で
は
―
―
そ
れ
は
確
か
に
複
数
あ
り
ま

す
の
で
―
―
あ
な
た
は
聖
人
パ
ス
カ
ル
な
の
で
す11

。
わ
た
し
は
い
ず
れ
に
せ

よ
、
わ
た
し
の
書
い
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
わ
た
し
の
書

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
わ
た
し
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
強
い
ら

10　

数
学
者
の
エ
ミ
ー
ル
・
ボ
レ
ル（1871-1956

）の
こ
と
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ
の
と
き
、

カ
ン
ト
ー
ル
（1845-1918

）
の
集
合
論
の
測
度
論
と
確
率
論
へ
の
応
用
と
い
う
ボ
レ

ル
の
仕
事
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
最
中
で
あ
る
。
同
じ
時
期
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

は
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（1859-1938

）
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
。
戦
間
期
に

何
度
か
大
臣
を
つ
と
め
た
エ
ミ
ー
ル
・
ボ
レ
ル
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
念
と
国
際
社

会
に
基
づ
く
法
的
な
平
和
の
た
め
に
働
い
た
著
名
な
組
織
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
と
り

わ
け
、
Ｓ
Ｄ
Ｎ
の
た
め
の
組
織
の
国
際
連
盟
の
議
長
だ
っ
た
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
活
動

に
す
ぐ
に
参
加
す
る
た
め
に
、
彼
は
一
九
四
一
年
二
月
に
は
占
領
軍
に
よ
っ
て
逮
捕

さ
れ
、
二
か
月
の
あ
い
だ
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
他
の
三
人
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
反

ナ
チ
ズ
ム
の
件
で
フ
レ
ー
ヌ
（
政
治
犯
収
容
所
が
あ
っ
た
）
に
投
獄
さ
れ
て
い
る
。

11　

パ
ス
カ
ル
へ
の
依
拠
に
注
意
し
よ
う
。
パ
ス
カ
ル
が
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
も
そ
う
で
あ
っ

た
数
理
哲
学
者
に
と
っ
て
の
守
護
聖
人
の
一
人
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

九
二

ん
で
し
た
が
。
意
志
に
つ
い
て
、
わ
た
し
﹇
は
﹈15

あ
な
た
の
欺
瞞
を
怒
っ
て
い

る
の
で
す
。
し
か
し
心
理
学
の
主
題
と
し
て
は
、
わ
た
し
に
は
興
味
深
い
も
の

で
あ
り
ま
す
し
、
あ
な
た
の
問
答
を
残
念
に
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
あ

な
た
を
、C

...D
arcy

16

の
水
準
に
お
く
こ
と
で
す
。
七
時
間
の
あ
い
だ
三
番
手

で
あ
る
こ
と
は
、
と
て
も
ば
か
ば
か
し
い
こ
と
で
し
た
し
、
あ
な
た
の
疲
労
も

理
解
で
き
ま
す
。
三
人
一
組17

と
み
な
さ
れ
て
い
た
あ
な
た
の
仕
事
は
、
よ
り

穏
や
か
な
試
験
に
値
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　　

わ
た
し
は
あ
な
た
が
十
分
に
休
息
し
、
よ
く
眠
り
、
エ
ク
ソ
シ
ス
ト
の18

足

15　

動
詞
は
原
典
か
ら
は
欠
如
し
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
こ
の
語
（suis

）
の
挿
入
が
導
か

れ
る
。

16　

Ｃ
で
始
ま
る
と
思
わ
れ
る
名
前
だ
が
判
読
不
可
能
。D

arcy

と
い
う
読
み
は
、
具
体
的

で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
一
九
四
〇
年
六
月
の
報
告

書
（G

. Ferrières, op. cit., p. 140.

）
の
な
か
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ダ
ー
シ
ー
将
軍
の

こ
と
だ
ろ
う
か
。

17　

同
じ
時
期
に
、
ボ
ル
ヌ
と
ロ
ト
マ
ン
と
同
時
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
の
眼
か
ら
見
て
も
っ
と
も
よ
い
教
員
資
格
候
補
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
三
人
一
組
」
と
読
む
こ
と
を
推
察
す
る
。
そ
の
場
合
、
ボ
ル
ヌ
は
、「
三
人
一
組
」

の
三
番
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

18　

こ
の
形
容
詞
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ペ
ン
の
下
に
再
び
戻
っ
て
く
る
。
一
九
二
九
年
の

一
二
月
一
七
日
の
手
紙
の
な
か
で
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
モ
ノ
に
よ
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ

ル
な
和
解
に
つ
い
て
の
会
議
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。「
土
曜
日
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・

モ
ノ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
非
常
に
美
し
い
説
教
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の

活
動
家
た
ち
（
タ
ラ
）
は
四
分
の
一
時
間
ほ
ど
質
問
の
時
間
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
ボ

ル
ヌ
は
あ
た
か
も
悪
魔
祓
い
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
顔
を
ゆ
が
め
て
破
顔
し
て
い
ま

し
た
。
彼
は
非
常
に
感
動
し
て
い
た
の
で
す
。」（G

. Ferrières, op. cit., p. 39.

）

古
め
か
し
い
匂
い
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
は
そ
こ
で
そ
の
趣
き
の
う
ち
に

身
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
わ
た
し
は
そ
こ
で
あ
な
た
の
説
明
に
た
い
し
て

平
静
で
い
る
の
で
す
。
判
断
の
自
由
と
判
断
の
対
象
の
真
理
性
を
、
あ
た
か
も

陶
器
で
で
き
た
二
匹
の
番
犬
の
よ
う
に
、
近
似
的
で
は
あ
れ
向
き
合
わ
せ
る
と

い
う
こ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
わ
た
し
に
は
ま
っ
た
く
ば
か
げ
た
も
の
に
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
の
よ
う
な
善
良
な
人14

に
こ
そ
似
つ

か
わ
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
戦
い
を
出
現
さ
せ
る
べ
く

用
語
を
拡
張
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
の
攻
撃
的
な
神
学
の
よ
う
に
、い
つ
の
日
か
、

親
愛
な
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
収
集
家
を
喜
ば
せ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

国
家
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
参
加
し
、「
南
の
自
由
」
運
動

に
加
わ
っ
て
い
た
。
彼
は
「
リ
オ
ン
グ
ル
ー
プ
」
と
ド
ゴ
ー
ル
主
義
者
ら
と
つ
き
あ
っ

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
お
そ
ら
く
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
付
き
合
い
が
あ
っ
た
。
彼
は

ジ
ャ
ン
・
ム
ー
ラ
ン
の
承
認
の
も
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ゥ
・
マ
ン
ト
ン
の
扇
動
に
よ
っ

て
一
九
四
二
年
七
月
に
発
足
し
た
一
般
検
討
委
員
会
（C

om
ité G

énéral d’Études

）

の
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
。
一
般
検
討
委
員
会
は
マ
ル
ク
・
ブ
ロ
ッ
ホ
を
主
筆
編
集

者
と
す
る
『
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
政
治
手
帳
』
を
出
版
す
る
「
自
由
」
を
創
設
す
る
た

め
の
改
革
に
つ
い
て
検
討
す
る
委
員
会
だ
っ
た
。
一
九
四
四
年
三
月
、
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ル
・
パ
ロ
デ
ィ
は
ジ
ャ
ン
・
ム
ー
ラ
ン
の
後
を
継
い
で
、
首
都
圏
の
大
地
の
う
え

で
戦
う
フ
ラ
ン
ス
の
総
代
表
の
首
領
と
な
っ
た
。

14　

実
際
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
様
（
こ
の
た
め
に
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
集
中
し
て
読
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
）、
判
断
の
作
用
と
判

断
に
よ
っ
て
思
念
さ
れ
る
対
象
と
は
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
つ
の
状
態
を

厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
以
来
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
拒
否

し
た
哲
学
的
二
元
論
の
特
徴
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て

大
々
的
に
行
わ
れ
た
表
象
の
哲
学
の
学
説
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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］
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Ⅰ
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九
三

た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
有
限
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く

は
そ
れ
自
身
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
思
考
の
別
の
形
式
に
お
け
る
の

と
同
様
に
価
値
の
あ
る
本
質
的
な
核20

を
支
配
し
て
い
る
の
で
す
。
わ
た
し
は

そ
れ
に
一
度
だ
け
は
っ
き
り
と
到
達
し
ま
し
た
、お
そ
ら
く
は
近
づ
き
ま
し
た
。

そ
う
言
い
は
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
の
た
め
に
あ
え
て
そ
う
言
い
ま

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
一
般
的
な
や
り
方
で
は
、
わ
た
し
は
、
こ
の
内
と
外
で
異

な
っ
て
い
る
宇
宙
を
、
つ
ま
り
全
き
善
意
や
望
ま
し
い
同
一
化
を
と
も
な
う
わ

た
し
の
堕
落
を
前
後
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
そ
の
堕
落
と
の
協
力
関
係
に
あ
る
こ

の
宇
宙
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
努
力
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
あ
な

た
の
語
る
古
い
対
立
は
、
宇
宙
に
属
す
る
対
象
‐
身
体
を
わ
た
し
の
身
体
に
対

立
さ
せ
る
よ
う
な
人
に
と
っ
て
の
み
意
味
の
あ
る
も
の
で
し
ょ
う21

。
そ
れ
以

外
に
は
わ
た
し
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
20　

こ
の
用
語
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
語
彙
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。

21　
「
古
い
対
立
」
と
は
身
体
と
精
神
の
対
立
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
宇
宙
に
属
す
る
対

象
と
し
て
の
身
体
と
、
主
体
で
あ
る
身
体
と
を
区
別
す
る
場
合
に
は
こ
の
対
立
に
陥

る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
努
力
に
つ
い
て
の
議
論
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
本
性
と
し
て
人
間
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
自
己
を
保
存
し
よ
う
と
努
力
し
、

肯
定
の
力
能
を
展
開
し
よ
う
と
努
力
し
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
に
抵
抗
し
よ
う
と
努
力
す

る
。
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス

0

0

0

0

0

0

は
本
質
を
定
義
し
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
は
意
志
と
知
性
を
統
合

す
る
こ
と
で
人
間
の
力
能
を
定
義
す
る
。
か
く
し
て
自
由
は
最
初
に
あ
た
え
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
、
偏
見
に
対
す
る
知
恵

で
あ
り
、
正
反
対
の
方
向
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
巻
き
込
む
情
動
的
な
跳
躍
な
の
で
あ
る
。

自
由
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
善
と
悪
の
あ
い
だ
で
の
選
択
肢
を
も
つ
こ
と
で
は
な
く
、

我
々
の
本
性
に
と
っ
て
良
い
も
の
を
自
発
的
か
つ
必
然
的
に
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。

取
り
に
そ
ん
な
に
頻
繁
に
な
ら
な
い
よ
う
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
あ

な
た
を
あ
な
た
の
楽
し
み
に
戻
し
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
わ
た
し
も
あ
な

た
へ
あ
て
た
手
紙
が
、
字
が
汚
く
て
判
読
し
が
た
か
っ
た
こ
と
は
確
か
に
悪

か
っ
た
と
思
い
ま
す19

。
と
い
う
の
も
わ
た
し
に
つ
い
て
言
え
ば
、
手
紙
を
書

く
仕
事
は
訓
練
を
終
え
て
戻
っ
た
ベ
ッ
ド
の
上
で
ぼ
ー
っ
と
過
ご
し
て
い
た
時

に
行
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
わ
た
し
が
、「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
述
べ
た
こ
と
を
あ
な
た
は
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
わ
た
し
は
「
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
身
体
」
と
い
う
対
象
の
変
容
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
宇
宙
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
、
完
全
に
日
焼
け
し
た
状
態
に
身

を
置
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
は
も
っ
ぱ
ら
思
考
の
様
態
、
あ
る

い
は
む
し
ろ
広
い
意
味
で
の
精
神
的
生
の
様
態
を
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
一

般
に
も
っ
と
到
達
可
能
な
別
の
も
の
（
大
ま
か
に
は
、
わ
た
し
は
身
体
に
対
す

る
知
性
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
最
初
の
も
の
に
対
置
さ
せ
て
い
ま
す
）
を
対
置
さ

せ
ま
し
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
そ
の
定
義
上
、
非
常
に
不
確
か
な
区
別

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
実
際
に
ひ
と
は
苦
も
無
く
そ
こ
で
自
ら
を
取
り
戻
す
か
ら

で
す
。
わ
た
し
が
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
あ
な
た
に
理
解
さ
せ

る
最
善
の
、
そ
し
て
唯
一
の
方
法
は
、
あ
な
た
を
わ
た
し
の
場
所
に
置
く
こ
と

で
し
ょ
う
。
生
に
お
け
る
偶
然
的
な
離
接
と
は
別
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の

で
す
。こ
の
生
に
お
い
て
は
、そ
の
反
省
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち
が
身
体
イ
メ
ー

ジl’im
age-corps

に
結
び
つ
け
る
動
機
と
い
っ
た
も
の
は
、
思
考
の
特
殊
な
形

態
と
し
て
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
単
純
に
単
な
る
偶
然
性
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に

の
み
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
さ
れ
う
る
感
情
的
な
増
殖
と
も
別
の
も
の
を
、
し

19　

ボ
ル
ヌ
が
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
字
を
判
読
で
き
な
か
っ
た
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
こ

と
は
さ
し
て
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。



近
　
　
藤
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四

　

ト
ゥ
ー
ル
、
八
月
一
一
日
（
一
九
三
〇
年
）

　

親
愛
な
る
ボ
ル
ヌ
、

　

あ
な
た
の
手
紙
は
わ
た
し
を
驚
か
せ
、
そ
れ
が
あ
な
た
か
ら
届
い
た
が
ゆ
え

に
、
少
々
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
今
年
あ
な
た
と
の
良
好
な
関
係
を

維
持
し
て
い
る
の
で
、
最
後
に
も
う
一
度
、
ま
っ
た
く
な
に
も
い
い
こ
と
が
な

い
か
も
し
れ
な
い
点
に
戻
る
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
な
た
が
、
以
下
の

こ
と
を
認
め
る
た
め
に
あ
な
た
の
善
意
に
訴
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

１
．
わ
た
し
が
あ
な
た
に
書
き
送
っ
た
情
報
に
か
ん
し
て
は
、
あ
な
た
の
主
題

に
と
っ
て
好
意
的
な
も
の
以
外
の
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た

た
ち
五
人
に
つ
い
て
、
一
位
の
ガ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
と
最
後
の
（
よ
く
御
存

じ
の
あ
な
た
の
グ
ル
ー
プ
に
い
る
） Shw

ob 

以
外
、
差
異
化
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た23

。
そ
れ
以
外
に
は
、「
通
過
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

23　

モ
ー
リ
ス
・
ド
・
ガ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
（1906

‐2006

）
は
、
一
九
二
九
年
の
哲
学
の

教
授
資
格
試
験
の
首
席
だ
っ
た
。
同
じ
年
に
は
、
サ
ル
ト
ル
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ド
・
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（1908

‐1961

）
と
ロ
ト
マ
ン
は
、
こ

の
翌
年
に
合
格
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
じ
年
に
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
が
い
る
。

一
九
三
〇
年
に
は
、
哲
学
の
教
授
資
格
の
ポ
ス
ト
は
八
つ
し
か
な
く
、
最
も
難
し
い

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
手
紙
は
一
九
三
〇
年
の
八
月
の
日
付
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

教
授
資
格
試
験
の
結
果
よ
り
も
後
で
あ
る
。
順
位
に
つ
い
て
の
冗
談
は
、
高
等
師
範

学
校
で
の
予
備
年
度
を
彼
ら
に
割
り
当
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
お
そ
ら
く
は
引

用
さ
れ
た
ノ
ル
マ
リ
ア
ン
た
ち
の
業
績
に
つ
い
て
の
評
価
意
見
に
向
け
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
手
紙
の
最
後
に
は
実
際
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
。「
わ
た
し
は
あ
な
た
が
、
一
次
試
験
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
四
年
目
を
、
手
に
す

る
こ
と
を
心
よ
り
期
待
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
文
言
は
、「
あ
な
た
が
自
分
の
研
究
を

始
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
」
と
い
う
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
。
カ
ヴ
ァ

　

長
々
と
書
き
ま
し
た
の
で
、
あ
な
た
に
あ
ら
た
め
て
言
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
わ
た
し
は
少
々
疲
れ
た
の
で
、
わ
た
し
の
使
命22

に
戻
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
は
、
軍
事
演
習
が
終
わ
っ
て
、
自
分
が
戦
っ
て
い
る
と
考
え
る

機
会
も
も
は
や
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
の
使
命
、
そ
れ
は
神
的
な
こ

とce qui est divin

な
の
で
す
。
わ
た
し
は
少
し
だ
け
―
―
ほ
ん
の
少
し
だ
け

―
―
飛
ぶ
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
す
。
全
部
で
三
回
。
し
か
し
、
そ
れ
は
宇

宙 cosm
os 

の
な
か
に
は
い
り
、
風
の
中
で
立
つ
良
い
手
段
で
す
（
ご
存
じ
の

と
お
り
、
風
は
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

敬
具

　

Ｊ
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

　
　

　
﹇
解
説
﹈
一
九
三
〇
年
の
哲
学
教
員
資
格
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
の
内
容
を
考
慮

す
れ
ば
、
こ
の
手
紙
も
ま
た
一
九
三
〇
年
に
属
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
は
、
ソ
ー
ジ
ュ
を
発
っ
て
ト
ゥ
ー
ル
に
向
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
間
、
パ

リ
と
高
等
師
範
学
校
に
寄
り
道
を
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
次
の
手
紙
が
ブ
ー
グ

レ
に
会
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　
　

22　

教
育
の
仕
事
と
い
う
意
味
。﹇
シ
ナ
ス
ー
ル
氏
は
、
こ
こ
で
の
「
わ
た
し
の
使
命m

a 

vocation

」
を
教
育
の
こ
と
と
推
測
し
て
い
る
が
、
前
後
の
文
脈
と
齟
齬
が
あ
る
こ
と

が
否
め
な
い
。
む
し
ろ
、
宇
宙
と
の
一
致
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
博
士

論
文
の
執
筆
の
こ
と
か
。﹈



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

九
五

ん
が
―
―
あ
な
た
に
は
も
は
や
決
し
て
な
に
も
打
ち
明
け
な
い
だ
ろ
う

と
、
言
っ
た
だ
け
で
す
。
実
際
、
わ
た
し
は
あ
な
た
に
、
順
位
の
精
確
な

と
こ
ろ
は
、
秘
密
に
し
て
お
く
よ
う
に
お
願
い
し
ま
し
た
し
、
同
じ
日
に

あ
な
た
は
そ
れ
を
、
お
そ
ら
く
は
わ
た
し
の
名
を
告
げ
る
こ
と
の
な
い
ま

ま
、
ブ
ー
グ
レ
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
す
。
と
は
い
え
、
彼

が
理
解
し
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
が
―
―
そ
の
一
方
で
、

わ
た
し
は
同
じ
日
の
夜
あ
な
た
に
、
翌
日
に
は
高
等
師
範
学
校
に
二
九
人

の
合
格
者
が
い
る
だ
ろ
う
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
数
時
間
の
あ
と
で
、

君
の
年
下
の
友
人
で
あ
る
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ26

が
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
ブ
ー

グ
レ
が
「
二
九
番
目
の
落
第
者
を
救
済
し
た
」
と
言
っ
て
回
っ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
救
済
さ
れ
た
も
の
に
と
っ
て
は
大
変
不
愉
快
な
こ
と
だ
っ
た

で
し
ょ
う
。
ブ
ー
グ
レ
は
そ
の
こ
と
を
知
り
、
わ
た
し
た
ち
は
話
し
合
い

ま
し
た
。
そ
の
う
え
あ
な
た
を
安
心
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
の

を
提
出
す
る
と
、
す
ぐ
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
戻
り
、
エ
ミ
ー
・
ネ
ー
タ
ー
（1882

‐

1935

）
と
会
談
し
、
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
開
い
て
い
る
。
続
い
て
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ

ン
に
行
っ
て
、
エ
ミ
ー
・
ネ
ー
タ
ー
と
Ｂ
・
Ｌ
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ヴ
ェ
ル
デ
ン
（1923

‐1996

）
の
教
育
を
受
け
た
の
ち
、
ロ
ー
マ
に
向
か
い
、G

uido C
astelnuovo

（1855

‐1962

）
と
、フ
ェ
デ
リ
ー
ゴ
・
エ
ン
リ
ケ
（1871

‐1946

）
とFrancesco Severi

（1879

‐1961

）
の
教
育
を
受
け
た
。

26　

ミ
ケ
ル
・
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
（1910

‐1995

）
は
、
一
九
二
九
年
に
エ
コ
ー
ル
ノ
ル
マ

ル
に
入
学
し
、ド
イ
ツ
で
監
獄
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、そ
の
場
所
で
ポ
ー
ル
・

リ
ク
ー
ル
（1913

‐2005

）
と
出
会
う
。
一
九
四
七
年
に
、
彼
は
収
監
さ
れ
て
い
た

五
年
間
の
あ
い
だ
の
成
果
を
発
表
し
た
。
そ
れ
が
『
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
実
存

の
哲
学
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
エ
コ
ー
ル
ノ
ル
マ
ル
へ
の

入
学
試
験
の
順
位
で
あ
る
（
と
い
う
の
も
、
一
九
三
〇
年
の
哲
学
教
授
資
格
の
ポ
ス

ト
は
八
つ
し
か
な
い
か
ら
）。

態
度
」
で
あ
る
と
い
う
以
外
、
い
か
な
る
順
序
も
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
し
て
、
わ
た
し
が
あ
な
た
に
福
音
と
し
て
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
と

き
、
あ
な
た
が
満
足
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

２
．
誤
っ
た
情
報
、
つ
ま
り
わ
た
し
が
そ
れ
を
述
べ
る
必
要
が
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
っ
た
の
に
、
字
句
通
り
ブ
ー
グ
レ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
を
、
わ

た
し
は
あ
な
た
に
そ
れ
を
早
く
伝
え
る
た
め
に
も
、
伝
達
の
間
違
い
を
避

け
る
た
め
に
も
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ブ
ー
グ
レ
が
即
日
に
そ

れ
を
確
認
し
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
彼
が
そ
れ
を
ボ
ワ
ヴ
ァ
ン24

に

逐
一
繰
り
返
し
た
こ
と
を
一
日
か
二
日
あ
と
で
見
る
こ
と
を
楽
し
み
ま
し

た
。

３
．
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
慇
懃
な
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て
は
知
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
は
、
お
そ
ら
く
デ
ュ
ブ
レ
イ
ユ25

に
―
―
も
は
や
思
い
出
せ
ま
せ

イ
エ
ス
に
よ
っ
て
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
他
の
二
人
と
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ

ン
と
、
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
で
あ
ろ
う
か
？

24　

ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ワ
ヴ
ァ
ン
は
、
一
九
二
五
年
の
哲
学
教
授
資
格
試
験
第
三
位
で
、
高

等
師
範
学
校
の
哲
学
者
。
彼
は
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ
ン
と
ピ
エ
ー
ル
・
カ
ー
ン（Pierre 

K
aan, 1903

‐1945

）
と
と
も
に
、
将
来
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
偉
大
な
人
物
と
な
る
。

ま
た
、
ブ
ー
グ
レ
と
と
も
に
一
九
二
八
年
に
パ
ー
クPâques

で
行
わ
れ
た
第
一
回
フ

ラ
ン
ス
＝
ド
イ
ツ
ダ
ヴ
ォ
ス
会
議
に
出
席
し
た
。
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ワ
ヴ
ァ
ン
は
、
社

会
学
者
学
生
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
ま
た
Ｓ
Ｆ
Ｉ
Ｏ
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。

ピ
エ
ー
ル
・
カ
ー
ン
は
、
Ｓ
Ｆ
Ｉ
Ｏ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
一
時
期
は
共
産
主
義
者

と
も
近
か
っ
た
。
彼
は
ま
た
南
の
自
由
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。

25　

数
学
者
の
ポ
ー
ル
・
デ
ュ
ブ
レ
イ
ユ
（1904

‐1994

）
は
、
一
九
二
七
年
に
高
等
師

範
学
校
の
授
業
を
担
当
す
る
よ
う
任
命
さ
れ
た
。
一
九
二
九
年
に
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
基
金
に
よ
っ
て
彼
は
エ
ミ
ー
ル
・
ア
ル
タ
ン
（1898

‐1962

）
の
も
と
で
ハ
ン

ブ
ル
ク
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
、
一
九
三
〇
年
一
〇
月
に
パ
リ
で
博
士
論
文
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わ
た
し
は
あ
な
た
が
、
一
次
試
験
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
四
年
目
を
、

す
く
な
く
と
も
奨
学
金
が
三
年
間
あ
る
時
間
を
手
に
す
る
こ
と
を
心
よ
り

期
待
し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
を
ま
つ
雪
辱
戦
に
パ
リ

で
備
え
る
た
め
の
手
段
を
、
無
利
子
の
貸
付
か
タ
ピ tapir 28

に
よ
っ
て
見

つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
と
は
い
え
、
こ
れ
以
上
い
じ
わ
る
は
言
わ

な
い
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
子
供
め
い
た
こ
と
で
手
紙
を
う
け
と
る
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
）。
引
き
続
き
、
あ
な
た
の
お
返
事
と
あ
な

た
の
計
画
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

敬
具

Ｊ
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス　

一
八
二 

ヴ
ィ
ク
ト
ル
ユ
ー
ゴ
ー
通
り
、
ト
ゥ
ー
ル

　

＊
＊
＊

　
﹇
解
説
﹈
次
の
手
紙
に
日
付
を
つ
け
る
た
め
に
、
わ
た
し
は
こ
の
手
紙
の
内
容
と

こ
れ
以
前
の
二
つ
の
手
紙
の
内
容
と
を
比
較
し
た
。
ま
ず
ボ
ル
ヌ
が
た
ぐ
い
ま
れ

な
候
補
者
で
あ
っ
た
一
九
三
〇
年
七
月
の
哲
学
教
授
資
格
試
験
の
主
題
が
問
わ
れ
た

後
で
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
今
や
若
い
候
補
者
が
ど
の
よ
う
な
主
題
を
探
求
す
る
の
か

ヴ
ァ
イ
エ
ス
自
身
に
た
い
し
て
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
異
端
者
と
は
一
般
に
タ
ラtalas

で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
も
な
い
ノ
ル
マ
リ
ア
ン
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
い
っ

た
い
特
定
の
誰
を
指
し
て
い
る
の
か
は
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。

28　

ノ
ル
マ
リ
ア
ン
の
ス
ラ
ン
グ
で
は
、
こ
の
語
は
報
酬
と
引
き
換
え
に
特
定
の
授
業
を

免
除
さ
れ
た
生
徒
の
こ
と
を
さ
す
。

気
分
は
文
字
に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。
わ
た
し
は

あ
な
た
に
名
前
が
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を
聞
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て

わ
た
し
た
ち
は
た
が
い
に
よ
き
友
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
の
で
す
―
―
わ

た
し
は
わ
た
し
も
あ
な
た
も
互
い
に
よ
き
友
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
の
で

す
―
―
わ
た
し
の
最
初
の
手
紙
は
、
ボ
ワ
ヴ
ァ
ン
と
あ
な
た
に
差
し
出
さ

れ
ま
し
た
。

 

　

た
と
え
ば
い
ま
、
わ
た
し
が
主
張
し
た
最
初
の
理
想
的
な
順
位
に
つ
い

て
の
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
不
快
な
で
き
ご
と
に
つ
い
て
腹
を
立
て
る
権
利

を
わ
た
し
が
も
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
非
常
に
お
人
よ

し
の
で 

Ⅱ 

、
わ
た
し
は
論
文
を
読
む
こ
と
も
せ
ず
あ
な
た
が
た
の
講
義
を

聴
く
こ
と
も
な
し
に
、
あ
な
た
が
た
の
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な

ど
と
う
て
い
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
た
に
つ
い
て
の
わ

た
し
の
唯
一
の
見
解
は
、
あ
ら
ゆ
る
称
賛
の
た
め
の
も
の
で
し
た
。
そ
し

て
そ
の
称
賛
が
最
大
限
の
も
の
に
な
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
し
、
わ
た
し

が
で
き
る
最
高
の
や
り
方
で
称
賛
を
増
大
さ
せ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
彼
ら

の
重
要
性
を
買
い
被
る
こ
と
な
し
に
で
す
。
わ
た
し
は
あ
な
た
の
こ
と
を

他
の
誰
よ
り
も
よ
く
理
解
し
て
い
ま
し
た
し
、
何
よ
り
も
そ
の
こ
と
を
明

示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
あ
な
た
が
そ
れ
に
つ
い
て
と
て
も
寛
容
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
決
し

て
不
平
を
い
っ
た
り
す
る
よ
う
な
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

 

　

い
ま
、
も
し
あ
な
た
が
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ゲ
ー
ム
を
や
め
た
い
と
お

望
み
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
ゲ
ー
ム
が
、
タ
ラ talas 

に
も
、
異
端
者
に
も
、

単
な
る
自
由
思
想
家
に
も
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す27

。

27　

こ
の
最
後
の
形
容
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
り
か
つ
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
で
あ
る
カ



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

九
七

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、〈
存
在 l’Étre

〉
が
人
間
に
と
っ
て
無
限
に
到
達
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
キ
ア
ス
ム
の
哲
学
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ

て
、
思
考
は
〈
存
在 l’Étre

〉
の
「
高
邁
さ
に
」
あ
る
の
で
あ
り
、
思
考
の
絶
対
性

は
数
学
的
発
明
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
こ
の
地
上
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
思
考
は
わ
れ
わ
れ
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
超
越
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り

思
考
は
わ
れ
わ
れ
の
上
に
、
到
達
不
可
能
な
高
み
に
お
い
て
あ
る
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

リ
ュ
ズ 

二
五　

八
月
﹇
一
九
三
〇
年
﹈

Ａ　

焦
点
調
整

　

１
）
こ
の
文
章
と
わ
た
し
の
遅
れ
に
つ
い
て
弁
解
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
わ
た

し
は
こ
の
夜
よ
う
や
く
こ
こ
に
い
る
の
で
す
。
わ
た
し
は
ま
だ
わ
た
し
の
ト
ラ

ン
ク
を
開
け
て
い
ま
せ
ん
し
（
文
章
に
つ
い
て
の
言
い
訳
）、
あ
な
た
に
会
う

予
定
を
伝
え
る
た
め
に
こ
こ
で
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
（
遅

れ
に
つ
い
て
の
言
い
訳
）。
こ
の
バ
カ
ン
ス
は
、
全
く
事
前
の
計
画
を
欠
い
た

も
の
で
、
気
象
台
と
タ
バ
コ
役
人29

に
よ
る
二
重
の
恣
意
性
を
被
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
昨
日
か
ら
わ
た
し
は
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
山
を
歩
い
て
過
ご
す
こ
と

を
考
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
心
に
、
三
角
級
数
よ
り
も
ず
っ

と
大
き
な
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

２
）
も
し
あ
な
た
が
こ
こ
に
わ
た
し
に
会
い
に
来
て
く
れ
る
な
ら
、
こ
の
喜

29　

こ
れ
は
お
そ
ら
く
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
義
兄
で
あ
る
マ
ル
セ
ル
・
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
の
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
こ
の
と
き
た
ば
こ
工
場
の
技
術
者
だ
っ
た
。

を
問
う
て
い
る
。
次
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
数
行
を
も
ち
い
て
、「
わ
た
し
は
わ
た
し

の
身
体
で
あ
る
」
に
つ
い
て
の
彼
の
コ
メ
ン
ト
を
続
け
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
彼

が
身
体
に
つ
い
て
も
つ
主
観
的
前
提

0

0

0

0

0 assom
ption subjective 

の
う
ち
に
、
自
然
的

側
面
と
超
自
然
的
側
面
を
見
て
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
自
然
的
側
面
に

よ
っ
て
、
彼
は
神
の
創
造
物
の
全
体
と
し
て
の
宇
宙
に
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
超

自
然
的
側
面
に
よ
っ
て
創
造
物
は
そ
の
創
造
主
の
「
気
高
さ
に générosité 

」
結
び

付
け
ら
れ
、
統
合
さ
れ
る
。
同
じ
仕
方
で
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ル
ク
の
石
や
木
に
つ
い

て
彼
が
も
つ
意
識
は
、彼
を
し
て「
わ
た
し
は
こ
の
太
陽
に
照
り
映
え
る
石
で
あ
る
」、

あ
る
い
は
「
わ
た
し
は
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ル
ク
の
木
で
あ
る
」
と
言
わ
せ
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
先
の
手
紙
で
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
対
称
的
な
立
場
を

と
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
飛
ぶ
こ
と
を
実
行
す
る
な
か
で
そ
れ
を
打
つ
風
は
、
世

界
に
お
け
る
対
象
‐
風vent-objet

で
は
な
く
、
そ
れ
本
来
の
経
験
の
要
素
と
し
て

体
験
さ
れ
た
風
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
以
下
の
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
１
）
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
そ
の
身

体
の
一
人
称
で
の
肯
定
を
自
然
の
秩
序
の
な
か
に
組
み
入
れ
（
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
）、

そ
れ
と
相
補
的
に
、
彼
が
な
し
た
よ
う
に
風
を
そ
の
主
観
的
な
経
験
の
な
か
に
組
み

入
れ
て
い
る
（
現
象
学
的
分
析
の
影
響
）。
２
）
こ
こ
で
彼
は
、彼
に
創
造
主
の
「
気

高
さ générosité 

」
を
分
有
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
「
超
自
然
」
的
次
元
を

導
入
し
て
い
る
。
創
造
の
な
か
で
は
人
間
が
と
り
置
か
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
け
で
な

く
、
自
然
か
ら
人
間
へ
、
人
間
か
ら
神
へ
の
連
続
性
が
存
在
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
議
論
も
人
間
と
自
然
の
間
の
分
離
を
消
去
す
る
こ
と
へ
と
至
り
、
ま
た

人
間
と
神
の
あ
い
だ
の
区
別
を
消
去
す
る
こ
と
へ
と
至
る
。

　

反
対
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
る
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
に
た
い
す
る

嫌
悪
と
い
っ
た
も
の
が
注
目
に
値
す
る
。
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
を
ボ
ル
ヌ
は
受
け
入
れ
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学

　

わ
た
し
は
と
て
も
野
心
的
で
す
が
、
そ
の
わ
た
し
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。

ブ
ー
グ
レ
が
田
舎
に
行
っ
て
か
ら
、
わ
た
し
は
自
分
の
す
べ
て
の
時
間
を
、
三

角
級
数
に
つ
い
て
の
論
文
を
読
む
の
に
費
や
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
美
し

く
、
海
辺
の
砂
の
よ
う
に
増
え
て
い
き
ま
す
が
、
も
う
ド
イ
ツ
に
行
く
ま
で
に

わ
た
し
の
論
文
の
第
一
章
を
書
き
上
げ
る
と
い
う
希
望
は
も
た
な
い
こ
と
に
し

ま
し
た
。
一
日
の
真
ん
中
の
時
間
に
あ
る
唯
一
の
わ
た
し
の
晴
れ
間
は
、
美
し

い
口
語
ス
タ
イ
ル
を
も
ち
、
大
変
左
翼
的
な
考
え
を
も
っ
て
い
て
、
い
ず
れ
に

せ
よ
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
の

研
究
を
し
て
い
る
ガ
ル
デ
ィ
ー
ニ33

で
す
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
わ
た
し
が

33　

ロ
マ
ノ
・
ガ
ル
デ
ィ
ー
ニ
（R

om
ano G

uardini, 1885

‐1968

）
は
、
ド
イ
ツ
知
識

人
カ
ト
リ
ッ
ク
運
動
の
観
点
で
の
最
大
の
人
物
で
あ
る
。
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
化
学

を
、
ベ
ル
リ
ン
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
経
済
学
を
学
ん
だ
後
、
彼
は
司
祭
職
に
転
向
し
、

ブ
ラ
イ
ス
ガ
ウ
に
あ
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
神
学
を
学
ぶ
。
一
九
二
三
年
に
彼
は

ベ
ル
リ
ン
大
学
の
宗
教
哲
学
主
教
授
に
つ
き
、
そ
こ
で
一
九
三
九
年
に
ナ
チ
に
よ
っ

て
キ
リ
ス
ト
の
人
格
を
神
話
化
し
て
い
る
と
し
て
ナ
チ
を
批
判
し
、
キ
リ
ス
ト
を
キ

リ
ス
ト
教
の
出
自
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
に
近
づ
け
た
か
ど
で
解
任
さ
れ
る
ま
で
そ
こ
に

と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
主
著
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
公
刊
さ
れ
た
『
典

礼
の
精
神
に
つ
い
て
』
で
、
ド
イ
ツ
の
典
礼
運
動
と
、
最
終
的
に
は
第
二
回
バ
チ
カ

ン
改
革
﹇
訳
者
註
：
お
そ
ら
く
一
九
六
二 

― 

六
五
年
の
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
お

け
る
典
礼
改
革
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
﹈
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
ガ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
青
年
運
動
に
お
い
て
も
積
極
的
で
、
一
九
二
〇
年
か
ら
青
春
の
泉
運
動

m
ouvem

ent Q
uickborn

に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
後
者
の
精
神
的
な
中
心
は
、

マ
イ
ン
川
沿
い
に
あ
る
ブ
ル
ク
・
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ス
に
置
か
れ
て
い
た
―
―
カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
は
一
九
三
〇
年
一
〇
月
七
日
付
の
ポ
ー
か
ら
の
手
紙
で
、
こ
の
運
動
に
言
及

び
は
さ
ら
に
増
大
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ガ
ヴ
ァ
ル
ニ
ー
圏
谷
は
、
ル
ル
ド
の

解
析
的
延
長
﹇
解
析
接
続
﹈
な
の
で
す30

。
そ
し
て
、
そ
の
ひ
と
つ
の
道
の
り

で
あ
な
た
の
足
を
止
め
さ
せ
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
し
ょ
う
―
―
と
い
う
の

も
、
ガ
ヴ
の
縁31

で
、
キ
リ
ス
ト
教
グ
ル
ー
プ32

の
ミ
サ
を
執
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
か
ら
。
と
い
う
の
も
、
あ
な
た
が
わ
た
し
に
何
か
特
別
な
も
の

を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
ル
ル
ド
の
た
め
に
あ
る
か
ら
で
す
。

信
念
を
告
げ
る
際
の
―
―
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
儀
式
に
と
っ
て
の
特
別
に
模

範
的
な
祭
祀
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
が
、そ
れ
に
参
列
し
な
い
ま
ま
、

山
頂
を
降
り
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
ば
か
げ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

３
）
ブ
ー
グ
レ
と
わ
た
し
は
、
実
際
、
来
年
あ
な
た
に
協
力
を
依
頼
し
よ
う

と
決
め
ま
し
た
―
―
あ
な
た
の
謙
遜
に
備
え
て
の
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
は
い

ず
れ
に
せ
よ
、あ
な
た
の
魂
に
と
っ
て
良
き
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
に
よ
っ

て
幸
運
を
う
け
と
る
あ
な
た
の
学
生
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

30　

ユ
ー
モ
ア
の
ポ
イ
ン
ト
：
こ
の
表
現
は
、
数
学
か
ら
来
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
領

域 D
1  

に
お
い
て
解
析
的
で
、
そ
の
境
界
が
実
軸
の
線
分
Ａ
Ｂ
を
含
み
、
こ
の
線
分
上

で
実
数
値
を
と
る
よ
う
な
関
数 f1  (z)

の
解
析
接
続
を
得
る
た
め
の
方
法
は
、
実
軸
に

か
ん
し
て
領
域 D

1  

と
対
称
的
で
あ
る
領
域 D

2  

に
お
け
る
関
数  f2   (z)

で
、D

2  

の
点 z

に
お
い
て
、
領
域 D

1  

のz

と
共
役
な
点
に
お
い
て
関
数 f1  (z)

に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
値

と
共
役
な
値
を
と
る
も
の
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

31　

ア
ド
ゥ
ー
ル
川
の
支
流
で
、
ヴ
ァ
ル
ニ
ー
渓
谷
を
そ
の
源
流
と
す
る
。

32　

エ
コ
ー
ル
ノ
ル
マ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
グ
ル
ー
プ
の
礼
拝
儀
礼
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

二
人
の
友
人
が
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
と
親
し
か
っ
た
。



［
翻
訳
］
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
「
ボ
ル
ヌ
宛
書
簡
（
一
九
三
〇
‐
一
九
三
一
）」（
Ⅰ
）

九
九

も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
、「
わ
た
し
は
わ
た
し
の
身
体
だ
」
と
言
う
こ
と
で
、

わ
た
し
は
ま
た
、「
わ
た
し
は
太
陽
に
照
り
映
え
る
こ
の
石
で
あ
る
」
あ
る
い

は
「
わ
た
し
は
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
の
木
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
創
造
主

を
歌
い
祝
う
そ
れ
ら
創
造
物
の
喜
び
に
わ
た
し
が
自
然
的
に
﹇
お
の
ず
か
ら
﹈

参
与
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
超
自
然
的
に
わ
た
し
は
そ
れ
ら
創
造

物
の
存
在
を
構
成
し
て
い
る
神
の
純
粋
な
気
高
さ
に
同
化
し
て
い
る
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
言
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

あ
な
た
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
き
に
、
あ
な
た
の
博
士
論
文
の
主
題36

の
い

く
つ
か
に
つ
い
て
わ
た
し
と
議
論
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

で
は
ま
た
。

敬
具

Ｊ
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

ペ
ン
シ
ョ
ン
・
エ
チ
ュ
ヴ
ェ
リ

リ
ュ
ズ
﹇Luz

﹈（
ピ
レ
ネ
ー
高
地
）

﹇
以
下
次
号
に
続
く
﹈

的
な
視
点
と
近
づ
い
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
神
へ
の
接
近
に
お
け
る
喜
び
の
肯
定

的
な
働
き
を
主
張
し
て
い
る
。
曰
く
、「
我
々
は
よ
り
大
な
る
喜
び
に
刺
激
さ
れ
る
に

し
た
が
っ
て
そ
れ
だ
け
大
な
る
完
全
性
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。言
い
か
え
れ
ば
我
々

は
そ
れ
だ
け
多
く
の
神
の
本
性
を
必
然
的
に
分
有
す
る
の
で
あ
る
。」（『
エ
チ
カ
』
第

四
部
、
定
理
四
五
備
考
：
岩
波
訳
、
下
、
五
八
頁
）

36　

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
は
、一
九
三
〇
年
七
月
の
哲
学
教
授
資
格
試
験
に
合
格
し
た
。

自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
博
士
論
文
の
題
目
の
選
択
で
あ
る
。

知
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
引
用
の
中
に
は
少
な
く
と
も
、
面
白
い
感
じ
が
あ
り

ま
す34

。
最
終
的
に
、
お
そ
ら
く
あ
な
た
に
対
す
る
愛
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
は

大
変
な
恐
怖
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
を
少
し
読
み
ま
し

た
。
真
の
理
性
、
存
在
の
本
質
た
る
思
考
の
絶
対
性
が
わ
れ
わ
れ
に
、
た
と

え
ば
数
学
の
発
明
の
な
か
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
思
い
も
止
め
る
こ
と

な
し
に
、
矛
盾
の
支
配
と
精
神
に
対
す
る
罪
の
喜
び
を
、
彼
は
判
断
の
幻
想
の

な
か
で
風
刺
的
に
歪
め
て
い
ま
す
。
愛
と
祈
り
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
神
な

し
に
は
意
味
を
持
ち
ま
せ
ん35

。
そ
れ
は
痕
跡
の
根
底
に
お
い
て
神
が
与
え
る

し
て
い
る
（
以
下
を
参
照
）
―
―
。
一
九
四
五
年
に
、
彼
は
ふ
た
た
び
テ
ュ
ー
ビ
ン

ゲ
ン
に
呼
ば
れ
、
そ
の
あ
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
宗
教
哲
学
と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
世
界
観
を

教
え
た
。
リ
ル
ケ
の
よ
う
な
詩
人
の
思
考
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
聖
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ダ
ン
テ
、
パ
ス
カ
ル
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
な

哲
学
者
た
ち
の
思
考
に
つ
い
て
の
実
存
的
な
様
式
で
の
彼
の
解
説
書
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
だ
け
で
な
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
の
関
心
も
集
め
た
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
を
「
対
話
」
に
よ
っ
て
置
き
換
え
よ
う
と
努
力
し
た
。
ガ
ル
デ
ィ
ー
ニ
は
民
主
的

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
自
ら
を
み
な
し
て
お
り
、
彼
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
」
と
い
う
語

に
よ
っ
て
、
哲
学
的
‐
宗
教
的
な
方
向
性
を
考
え
て
い
た
。

34　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
ま
た
、さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
一
九
三
一
年
一
月
七
日
の
ブ
ラ
ン
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ク
あ
て
の
手
紙
の
末
尾
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
読
み
方
に
つ
い
て
疑
問
を

呈
し
て
い
る
。
わ
た
し
が
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
反
「
ロ
マ

ン
主
義
」
と
い
う
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
影
響
を
与
え
た
、
思
想
家
、
哲
学
者
、
神

学
者
は
、
非
常
に
異
な
っ
た
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
。

35　

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（Paris, 1932

）
の
な
か
で
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
記
し
た
思
考
の
ラ
イ
ン
と
、
こ
の
箇
所
を
近
づ
け
て
な
い
で
お
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
神
の
本
性
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
な
思
弁
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
で
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、
宇
宙
の
力
動
的
な
力
と
し
て
の
神
の
愛
と
い
う
構
想
を
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
親
し
い
ス
ピ
ノ
ザ
の
一
般
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﹇
訳
者
注
﹈
こ
の
文
章
は
、Jean C

availlès, « Lettres à Etienne B
orne (1930-1931). 

Présentées par H
ourya B

enis Sinaceur », in Philosophie, N
o.107, Les Éditions 

de M
inuit, 2010, pp. 3-45

の
う
ち
、pp.3-24

の
翻
訳
で
あ
る
。pp.24-45

に
つ
い
て
は
、

本
紀
要
の
次
号
に
て
第
二
部
と
し
て
掲
載
予
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
資
料
と
研
究

を
翻
訳
す
る
こ
と
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た
ウ
リ
ヤ
・
ベ
ニ
ス
＝
シ
ナ
ス
ー
ル
氏
と

同
誌
編
集
長
で
も
あ
る
ド
ミ
ニ
ク
・
プ
ラ
デ
ル
氏
に
、
こ
こ
で
改
め
て
謝
意
を
記
し

た
い
。
こ
の
翻
訳
に
先
立
っ
て
、
訳
者
は
こ
こ
で
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
手
書
き
の

手
紙
の
現
物
を
、エ
ド
モ
ン
・
ミ
シ
ュ
レ
研
究
博
物
セ
ン
タ
ー
で
写
真
撮
影
し
て
お
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
資
料
を
参
照
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
の
協

力
に
も
こ
こ
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
記
し
て
お
く
。

 

　

こ
の
手
紙
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
シ
ナ
ス
ー
ル
氏
の
紹
介
文
で
ほ
ぼ
充
分
説
明

さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、関
連
す
る
邦
語
の
資
料
と
し
て
は
、近
藤
和
敬『
構

造
と
生
成
Ⅰ　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
研
究
』（
月
曜
社
、
二
〇
一
一
年
）
お
よ
び
ジ
ャ
ン
・

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
（
近
藤
和
敬
訳
）『
構
造
と
生
成
Ⅱ　

論
理
学
と
学
知
の
理
論
に
つ
い

て
』（
月
曜
社
、
二
〇
一
三
年
）
の
訳
者
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 

　

ま
た
一
般
に
、﹇ 

﹈
に
よ
る
挿
入
は
訳
者
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
。
人
名
に
つ
い
て
と

く
に
調
べ
る
の
が
困
難
で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
原
文
つ
づ
り
を
付
し

た
。
原
文
に
お
け
る
斜
体
等
に
よ
る
強
調
は
、
傍
点
に
お
き
か
え
、﹇ 

﹈
に
よ
る
挿
入

は
〔 

〕
に
お
き
か
え
た
。
ま
た « » 

は
、「 

」
に
お
き
か
え
た
。
下
線
に
よ
る
強
調
は

原
文
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
見
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
手
紙
の
前
後
に
原
文
に
は
な

い
罫
線
を
置
い
た
。

Ⅱ 

こ
の
箇
所
の
原
文
は j’ai beau être naïf je n’ai jam

ais cru pouvoir

… 

と
な
っ
て
お

り
、
お
そ
ら
く
書
き
損
じ
か
、
う
ま
く
書
き
起
こ
せ
て
い
な
い
か
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
意
が
通
る
よ
う
に
訳
し
た
。


