
一

　

一
九
七
〇
年
代
に
勢
い
を
増
し
た
構
造
主
義
の
潮
流
に
飲
み
こ
ま
れ
て
、

そ
れ
ま
で
の
勢
い
を
失
っ
た
実
存
主
義
で
は
あ
る
が
、
今
日
で
も
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
、
サ
ル
ト
ル
の
哲
学
に
関
し
て
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な

く
な
い
。
し
か
し
、
存
在
と
所
有
、
身
体
、
我
と
汝
、
受
肉
、
状
況
な
ど

に
つ
い
て
思
索
し
た
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
や
、
実
存
と
超
越
、
内
面
性
、

形
而
上
学
的
経
験
な
ど
を
主
題
化
し
た
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
と
い
っ
た
実

存
主
義
的
な
思
索
を
展
開
し
た
人
物
と
な
る
と
、
今
日
の
日
本
で
は
顧
み

ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
実
存
あ
る
い
は
実
存
主
義
と
い
っ
た
言

葉
そ
の
も
の
も
、
今
日
で
は
若
干
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
耳

に
す
る
こ
と
は
な
い
。
マ
ル
セ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
現
象
学
運
動
を
論

じ
た
書
物
で
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
グ
を
除
け
ば（

1
）、

概
し
て
副
次
的
な
扱
い
で
し
か
な
い（

2
）。

人
間
の
主
体
性
を
擁
護
し
た
実
存
思

想
は
、
主
体
よ
り
も
む
し
ろ
構
造
の
優
位
を
強
調
し
た
思
想
の
影
に
隠
れ

て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

マ
ル
セ
ル
が
そ
の
思
索
の
な
か
で
一
貫
し
て
強
調
し
た
「
神
秘
、
秘
儀

（m
ystère

）」
と
い
う
言
葉
と
な
る
と
、
現
在
の
日
本
で
関
心
を
示
す
人
は

ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。目
に
見
え
る
も
の
、手
に
い
れ
ら
れ
る
も
の
（
所

有
物
）
を
欲
望
し
、
時
に
過
剰
な
ま
で
に
消
費
へ
と
駆
り
た
て
ら
れ
る
多
く

の
人
に
、
神
秘
な
ど
と
い
う
、
う
さ
ん
く
さ
い
言
葉
が
入
り
こ
む
余
地
は

な
い
。
と
は
い
え
、
現
実
の
生
活
に
は
何
の
有
効
性
も
持
た
な
い
よ
う
に

見
え
る
次
元
の
事
柄
に
こ
だ
わ
り
、
考
え
続
け
る
試
み
が
全
く
無
効
と
言

い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
試
み
を
通
じ
て
垣
間
見
ら
れ
る
次
元
が
、

物
質
的
な
欲
望
の
過
剰
に
遮
ら
れ
た
生
の
相
貌
に
異
な
る
表
情
を
当
て
る

こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
鍵
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
神
秘
」
に
注

目
し
、
そ
れ
が
示
唆
す
る
次
元
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
マ
ル
セ
ル

の
哲
学
の
現
在
的
意
味
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
Ⅰ
で
は
、
マ
ル
セ
イ

ユ
に
お
け
る
講
演
「
存
在
論
的
神
秘
の
定
立
と
そ
れ
へ
の
具
体
的
接
近
」

（
一
九
三
三
年
一
月
二
十
一
日
）
前
に
書
か
れ
た
日
記
に
焦
点
を
あ
て
て
考

察
し
、
Ⅱ
で
は
そ
の
講
演
内
容
に
即
し
て
神
秘
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
。
Ⅲ
で
は
、
神
秘
と
の
出
会
い
、
神
秘
の
確
認
へ
と
導
く
「
潜
心
、
沈

潜
（recueillem

ent

）」
の
働
き
に
焦
点
を
定
め
、
潜
心
に
よ
っ
て
開
示
さ

れ
る
神
秘
の
宗
教
的
次
元
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
以
上
の
考

察
を
通
じ
て
、
神
秘
経
験
に
力
点
を
置
い
た
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
意
義
を
考

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
と
存
在
の
神
秘

和　
　
田　
　
　
　
　
渡
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え
て
み
た
い
。

Ⅰ　

問
題
と
神
秘―

講
演
以
前
の
日
記
に
即
し
て―

　

問
題
と
神
秘
と
い
う
対
比
の
下
に
な
さ
れ
る
思
索
は
、
マ
ル
セ
ル
の
実

存
観
を
つ
か
み
出
す
の
に
有
効
で
あ
る
。
こ
の
思
索
の
源
泉
は
、「
形
而
上

学
日
記
」（
一
九
二
八
―
一
九
三
三
）
の
一
九
三
二
年
十
月
二
十
二
日
の
日

記
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
日
付
に
な
る
日
記
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
で
の
講
演
に

対
す
る
構
想
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
日
以
降
、
問
題
と
神
秘
を

め
ぐ
っ
て
の
思
索
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
両
者
の
区
別
が
明
確

に
さ
れ
る
。
前
者
は
日
常
の
経
験
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
出
く
わ
す
も
の
、

わ
れ
わ
れ
の
道
を
遮
る
も
の
で
あ
り
、「
私
の
前
に

4

4

4

4 devant m
oi （
3
）」

置
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼

が
強
調
す
る
私
の
前
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

問
題
と
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ

れ
、
私
が
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
私
が
距
離
を

と
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
回
避
す
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
と
は
、私
が
対
象
化
し
て
把
握
し
た
り
、

そ
の
周
辺
を
回
っ
て
詳
細
に
吟
味
し
た
り
、
細
分
化
し
た
り
す
る
こ
と
の

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
問
題
を
取
り
扱
う｢

私｣

の
存
在

を
も
疑
問
視
す
る
哲
学
と
違
っ
て
、
多
く
の
学
問
は
、
問
題
を
め
ぐ
る
考

察
に
専
念
す
る
。
問
題
と
は
、
離
れ
た
場
所
、
外
側
か
ら
の
検
討
を
可
能

に
し
、
一
定
の
距
離
を
前
提
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
マ
ル
セ
ル
の
定
義
に

は
、
分
か
り
に
く
い
点
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
神
秘
と
な
る
と
事
情
は
単
純
で
は
な
い
。
神
秘
と
い
う
言

葉
で
言
い
表
さ
れ
る
事
態
が
正
確
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ

ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
秘
と
は
、
私
と
私
が
か
か
わ
り
を
持
つ
も
の
と
の

間
で
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
関
与
す
る
、
か
か
わ
り
（participation

）
を

持
つ
と
は
、
私
の
前
に
対
象
化
で
き
る
も
の
と
し
て
ま
る
ご
と
存
在
し
て

い
る
も
の
と
の
関
係
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
わ
り
に
お
い
て

は
、
し
ば
し
ば
私
と
私
が
関
係
を
持
つ
も
の
と
の
間
の
距
離
が
見
定
め
が

た
い
も
の
に
な
る
。
そ
れ
は
、
私
が
問
題
と
し
て
対
象
化
で
き
な
い
よ
う

な
状
況
に
巻
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（

4
）。

関
与
に
お
い
て
は
ま

た
、
主
体
の
能
動
性
、
自
発
性
を
制
限
し
た
り
、
脅
か
し
た
り
す
る
要
因

が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、
主
体
は
問
題
を
扱
う
場
合
の
よ
う
に
自
由
に

振
舞
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
関
与
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
状
況
に
巻
き

こ
ま
れ
た
私
に
何
が
起
き
て
い
る
の
か
を
対
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
。
あ
る
状
況
の
な
か
で
起
き
る
出
来
事
は
、
そ
の
外
側
に
立
っ

た
観
察
を
許
さ
な
い
。
そ
う
し
た
出
来
事
に
は
、
く
ま
な
く
見
通
す
こ
と

の
で
き
な
い
不
可
思
議
さ
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
マ
ル
セ
ル
が

神
秘
と
名
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
神
秘
は
、
問
題
と
は
異
な
り
、
私
の
目

か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
側
面
を
多
く
含
む
状
況
の
な
か
で
直
に
生
き
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
あ
る
状
況
の
な
か
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
が
目
の
前
の
目
に
見
え
る
事
物
だ
け
で
な
く
、
背
後
や
側
面
の
見
え
て

い
な
い
事
物
に
取
り
囲
ま
れ
、
一
人
、
あ
る
い
は
二
人
、
あ
る
い
は
複
数

の
人
間
と
共
に
在
っ
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
交
流
が
生
き
ら
れ
て
い
る
場

面
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
場
面
は
、
再
度
繰
り
か
え
せ
ば
、
わ
れ
わ

ガブリエル・マルセルと存在の神秘
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れ
が
事
物
や
人
間
と
の
交
流
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
そ
れ

を
あ
る
一
点
か
ら
見
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
状
況
で
は
、
そ

の
つ
ど
確
か
に
何
か
が
起
き
て
い
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
出
来
事
で

あ
る
の
か
を
冷
静
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
後
に
な
っ
て

振
り
か
え
り
、
起
き
た
出
来
事
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
て

も
、
大
半
は
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
埋
も
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
汲
み
つ

く
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
原
理
と
し
て
の
存
在（

5
）」

と
い
う
言
い

方
は
、
状
況
の
な
か
に
巻
き
こ
ま
れ
た
人
間
の
存
在
が
き
わ
め
て
多
面
的

な
仕
方
で
生
き
ら
れ
て
お
り
、
問
題
の
よ
う
に
対
象
化
し
て
整
理
で
き
る

性
質
を
持
た
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

マ
ル
セ
ル
が
中
心
概
念
と
し
て
多
用
す
る
「
存
在
」
は
、
名
詞
形
と
し

て
で
は
な
く
、
動
詞
形
と
し
て
捉
え
、「
存
在
し
つ
づ
け
る
こ
と
」「
生
き

て
在
り
つ
づ
け
る
こ
と
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
状
態
を
、
ジ
ャ

ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
好
ん
だ
経
験
と
い
う
言
葉
で
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
強
調
し
た
「
生
成
」

と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
セ
ル
は
、
同
年
十
一
月

八
日
の
日
記
で
、「
人
間
的
経
験
に
そ
の
存
在
論
的
な
重
み
を
取
り
戻
す
必

要
性（

6
）」

と
記
し
、
翌
日
に
は
、
そ
の
意
味
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
を
自
分

に
課
し
て
い
る
。
マ
ル
セ
ル
の
後
の
思
索
は
、
文
字
通
り
、
人
間
的
経
験

の
具
体
的
な
諸
相
に
眼
差
し
を
向
け
、
人
間
が
経
験
す
る
心
理
的
現
実
や
、

相
互
主
体
的
出
会
い
の
現
実
を
豊
か
に
記
述
し
て
い
く
歩
み
で
あ
り
、「
具

体
的
哲
学
」
の
実
現
を
目
指
す
道
行
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
歩
み
の
な
か
で
、

経
験
を
生
き
る
主
体
と
し
て
の
私
、
私
と
か
か
わ
り
を
持
つ
あ
な
た
、「
私

は
身
体
を
持
つ
」
か
ら
「
私
は
身
体
で
あ
る
」
へ
の
移
行
、
経
験
の
源
泉

と
し
て
の
「
感
じ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
問
題
群
が
徐
々
に
、
具
体
的
な
場

面
の
記
述
と
と
も
に
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
「
存
在
す
る
こ
と
」「
生
き
て
経
験
す
る
こ
と
」
は
、
わ
れ
わ
れ
が
特
定

の
状
況
に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
な
か
で
生
起
す
る
そ
の
つ
ど
一
回
限
り
の

出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
を
上
空
か
ら
俯
瞰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の

出
来
事
の
只
中
で
不
偏
不
党
の
主
体
と
し
て
振
舞
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
し
ば
し
ば
語
っ
た
「
な
ん
だ
か
分

か
ら
な
い
も
の（

7
）」

が
つ
か
の
間
現
れ
て
、
た
だ
ち
に
去
っ
て
い
く
。
こ
う

し
た
瞬
時
に
そ
の
表
情
を
変
え
る
出
来
事
の
細
部
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
大
半
が
こ
う
し
た
よ
く
分

か
ら
な
い
ま
ま
に
経
過
す
る
出
来
事
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る

と
、
生
き
て
あ
る
こ
と
に
は
常
に
あ
る
種
の
得
体
の
知
れ
な
さ
、
不
可
思

議
さ
が
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
マ
ル
セ
ル
が
神

秘
と
名
づ
け
た
も
の
は
、
生
の
な
か
に
潜
む
分
か
ら
な
さ
で
あ
る
。
同
年

の
十
二
月
二
十
三
日
の
日
記
で
マ
ル
セ
ル
は
、
今
述
べ
た
、
状
況
に
巻
き

こ
ま
れ
て
い
る
私
の
存
在
が
何
か
と
い
う
問
題
に
関
連
づ
け
て
、
私
の
存

在
に
関
す
る
問
題
は
、
そ
れ
を
問
題
に
す
る
主
体
自
身
の
内
へ
と
深
ま
っ

て
い
き
、
そ
の
限
り
で
、
そ
の
問
題
は
問
題
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て
、
神

秘
に
変
貌
す
る
と
述
べ
て
い
る（

8
）。

す
な
わ
ち
、
あ
る
状
況
に
巻
き
こ
ま
れ

た
私
の
存
在
に
関
す
る
問
題
は
、
私
の
眼
前
に
立
ち
現
れ
る
性
質
の
も
の

で
は
な
く
、
問
う
私
を
巻
き
こ
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、

明
確
な
答
え
な
ど
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
に
と
っ

ガブリエル・マルセルと存在の神秘
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て
、
答
え
が
出
せ
る
も
の
は
問
題
の
次
元
に
属
し
、
一
義
的
な
解
答
が
出

な
い
も
の
は
神
秘
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
神
秘
に
迫
る
た
め
に
は
、
前
方

へ
と
向
か
う
視
線
を
遮
断
し
、
私
の
視
線
を
私
自
身
へ
と
向
け
変
え
、
私

の
内
部
へ
と
潜
行
し
、
私
に
決
し
て
現
前
す
る
こ
と
の
な
い
背
後
も
含
む

現
実
的
な
状
況
を
思
い
観
る
操
作
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
操
作
は
、
可
視

的
な
対
象
を
扱
う
技
術
的
な
操
作
と
は
一
線
を
画
す
。「
神
秘
は
、
定
義
上
、

考
え
ら
れ
る
一
切
の
技
術
を
超
越
し
て
い
る（

9
）。」

　

マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
神
秘
を
認
め
る
こ
と
は
、
精
神
の
と
り
わ
け
積

極
的
な
働
き
で
あ
る
。
こ
の
働
き
は
、
通
常
は
自
覚
さ
れ
な
い
も
の
の
、

経
験
の
諸
相
に
自
己
を
反
映
さ
せ
、
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
生
の
出
来
事

の
諸
相
を
土
台
に
し
て
な
さ
れ
る
反
省
的
直
観
（intuition

）
の
あ
り
よ
う

を
照
射
す
る
、
あ
る
い
は
反
省
す
る（

10
）。

こ
の
反
省
の
課
題
は
、
気
づ
か
れ
な

い
ま
ま
に
遂
行
さ
れ
、
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
失
わ
れ
て
い
く
生
の
諸
相

を
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
種
の
よ
み
が
え
ら

せ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
マ
ル
セ
ル
の
言
う
「
潜
心
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

「
潜
心
」
と
い
う
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
こ
と
の
な
い
術
語
こ
そ
が
、

マ
ル
セ
ル
哲
学
の
鍵
と
な
る
。
潜
心
に
つ
い
て
は
講
演
の
な
か
で
詳
し
く

語
ら
れ
る
の
で
、
章
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

Ⅱ　

問
題
と
神
秘―

講
演
に
即
し
て―

　
「
存
在
論
的
神
秘
の
定
立
と
そ
れ
へ
の
具
体
的
接
近
」
と
い
う
マ
ル
セ

イ
ユ
講
演
は
、
マ
ル
セ
ル
の
思
索
の
核
心
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
セ

ル
は
、
こ
の
講
演
の
冒
頭
で
タ
イ
ト
ル
と
し
て
選
ば
れ
た
「
存
在
論
的
神

秘
」
と
い
う
言
い
方
が
曲
解
さ
れ
か
ね
な
い
危
険
を
恐
れ
て
、
そ
れ
が
メ
ー

テ
ル
リ
ン
ク
的
な
神
秘
説
や
、
心
霊
論
や
啓
示
さ
れ
た
神
秘
（m

ystères 

révélés

）
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
存
在
論

的
神
秘
」
こ
そ
が
、『
形
而
上
学
日
記
』
の
哲
学
的
、
精
神
的
な
展
開
全
体

の
結
果
で
あ
る
と
誇
ら
し
げ
に
宣
言
し
て
い
る
。
そ
の
後
に
、「
存
在
論
的

神
秘
」
に
関
す
る
具
体
的
な
思
索
が
続
い
て
い
る
。

　

マ
ル
セ
ル
の
出
発
点
は
、
同
時
代
人
が
存
在
論
的
セ
ン
ス
（
感
覚
、
意
味
、

方
向
）、
存
在
の
セ
ン
ス
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
診
断
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
彼
が
観
察
し
た
人
間
は
、
生
き
て
い
る
、
存
在
し
て
い
る
と
い
う
感

覚
や
、
生
き
て
い
る
意
味
、
生
き
る
方
向
を
見
失
っ
た
状
態
に
あ
る
。
自

分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
に
実
感
が
持
て
ず
、
生
き
て
あ
る
と
い
う
事
実
の

重
み
に
触
れ
る
こ
と
も
な
く
、
言
わ
ば
表
層
的
に
存
在
し
て
い
る
人
間
が

意
識
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
マ
ル
セ
ル
は
、
そ
う
し
た
人
間
が
、
生
命

的
機
能
と
社
会
的
機
能
の
二
重
の
意
味
を
含
む
「
諸
機
能
の
束（

11
）」

に
す
ぎ
な

く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
消
費
者
と
し
て
の
機
能
、

生
産
者
と
し
て
の
機
能
、
市
民
と
し
て
の
機
能（

12
）」

の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
人
間
観
察
に
も
と
づ
く
こ
の
指
摘
は
、
六
十
年
代
後
半

に
行
わ
れ
た
リ
ク
ー
ル
と
の
対
話
の
な
か
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が（

13
）、

消

費
へ
と
不
断
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
消
耗
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い

現
代
人
に
も
当
て
は
ま
る
。
マ
ル
セ
ル
は
ま
た
、「
日
課
」
を
こ
な
す
こ
と

に
忙
し
い
フ
ラ
ン
ス
人
の
世
界
を
批
判
的
に
観
察
し
て
い
る
が
、
こ
の
観

察
そ
の
も
の
も
、
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
汲
々
と
し
て
こ
な
す
こ
と
を
強
い
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ら
れ
た
日
本
人
に
も
見
事
に
該
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
彼
の
批
判
は
次
の

よ
う
な
言
い
方
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
機
能
概
念
を
軸
と
す
る
世

界
は
、
実
際
に
空
虚
で
あ
り
、
う
つ
ろ
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
行
わ
れ
る
生
活
は
絶
望
に
さ
ら
さ
れ
、
絶
望
に

向
か
っ
て
口
を
あ
け
て
い
る（

14
）。」

空
虚
な
世
界
と
は
、
存
在
論
的
な
セ
ン
ス

を
失
い
、
自
己
の
生
に
人
間
的
な
手
ご
た
え
を
感
じ
る
余
裕
も
な
く
、
決

め
ら
れ
た
役
割
と
日
課
を
果
た
す
こ
と
に
忙
し
い
人
間
の
状
態
を
示
し
て

い
る
。
マ
ル
セ
ル
の
見
方
に
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
い

ら
れ
て
い
る
人
間
へ
の
同
情
や
共
感
は
な
く
、
外
側
か
ら
の
傍
観
者
的
発

言
の
き
ら
い
が
あ
る
も
の
の
、
状
況
診
断
と
し
て
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
世
界
に
は
神
秘
に
少
し
も
場
所
を
譲
る

ま
い
と
す
る
意
志
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る（

15
）。

機
能
化
さ
れ
、
日
課
を
果
た
す
こ

と
が
重
視
さ
れ
る
世
界
で
は
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
へ
の
か
か
わ
り
の
な

か
で
生
ず
る
問
題
は
あ
ふ
れ
て
い
て
も
、
存
在
す
る
こ
と
の
神
秘
に
道
が

通
じ
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
距
離
を
と
っ
て
外
側
か
ら

捉
え
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
逆
に
神
秘
が
、
後
に
詳
し
く
検
討
す
る

よ
う
に
、「
潜
心
」
と
い
う
、
精
神
の
働
き
を
活
発
に
す
る
な
か
で
し
か
垣

間
見
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
働
き
が
締
め
出
さ
れ
た
機
能
的
な

世
界
で
は
、
存
在
の
神
秘
は
占
め
る
べ
き
場
所
を
持
た
な
い
。
マ
ル
セ
ル

は
フ
ロ
イ
ト
に
抗
し
て
言
う
。「
存
在
と
は
、
経
験
の
所
与
を
対
象
と
し
て
、

こ
れ
を
次
々
と
、
内
在
的
な
価
値
あ
る
い
は
有
意
義
な
価
値
が
次
第
に
失

わ
れ
る
要
素
へ
と
還
元
し
よ
う
と
試
み
る
徹
底
的
な
分
析
に
逆
ら
う
も
の
、

あ
る
い
は
、
逆
ら
う
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る（

16
）。」

す
な
わ
ち
、
存
在
あ
る

い
は
存
在
す
る
こ
と
、
あ
る
状
況
に
巻
き
こ
ま
れ
て
存
在
す
る
こ
と
は
、

自
分
の
存
在
を
脇
に
お
い
て
、
自
分
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
対
象
化
す
る

姿
勢
か
ら
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
視
点
の
転
換
が
起
こ
る
。「
存
在
と
は
何
か
」
と
い
う
対
象
化

的
問
い
か
ら
、
そ
の
問
い
を
問
う
私
自
身
へ
の
問
い
か
け
と
い
う
転
換
で

あ
る
。
こ
の
転
換
は
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
根
幹
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
存

在
に
つ
い
て
問
う
こ
の
私
は
誰
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
と

並
ん
で
、「
私
に
そ
の
問
い
を
探
究
す
る
資
格
が
あ
る
の
か
」、「
私
は
私
自

身
の
存
在
を
確
信
で
き
る
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
も
発
せ
ら
れ
る
が
、
こ

う
し
た
問
い
は
、
マ
ル
セ
ル
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
方
法
的
懐
疑

の
末
に
獲
得
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
的
な
コ
ギ
ト
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
周
知

の
よ
う
に
、
認
識
論
的
な
地
平
で
な
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
試
み
は
、
世
界

を
お
の
れ
に
対
峙
さ
せ
る
認
識
主
観
と
し
て
の
コ
ギ
ト
に
到
達
す
る
。
し

か
し
、
特
定
の
状
況
に
巻
き
こ
ま
れ
て
存
在
す
る
こ
と
が
ど
う
い
う
事
態

で
あ
り
、
そ
の
問
い
を
発
す
る
私
が
ど
う
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
か
を

探
究
す
る
マ
ル
セ
ル
の
試
み
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
主
観
に
は
行
き
着
か
な

い
。
マ
ル
セ
ル
の
関
心
は
、
コ
ギ
ト
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
導
き
出
す

デ
カ
ル
ト
自
身
の
存
在
、
そ
し
て
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
て
自
己
の
存
在
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。
認
識
す
る
私
で
は
な
く
、
私
の
具
体
的
な
あ
り
方
が

問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
あ
り
方
を
示
す
基
本
概
念
が
、
先
に
述
べ
た
「
関
与
」
で
あ
る
。

関
与
と
は
、
も
う
一
度
繰
り
返
せ
ば
、
私
が
私
を
取
り
巻
く
も
の
に
巻
き

こ
ま
れ
つ
つ
、
か
か
わ
り
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
状
況
を
指
し
示
し
て
い
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る
。
そ
れ
は
対
象
化
で
き
ず
、
決
し
て
問
題
に
な
り
え
な
い
、
超
―
問
題

的
（m

éta-problem
atique

）
な
次
元
、
神
秘
的
な
次
元
で
あ
る
。「
神
秘

と
は
、
問
題
本
来
の
所
与
に
侵
入
し
、
侵
略
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
所
与
を
単
な
る
問
題
と
し
て
超
え
て
い
く
よ
う
な
問
題
の

こ
と
で
あ
る（

17
）。」

自
己
の
外
部
に
立
っ
て
自
己
を
対
象
化
的
に
把
握
す
る

自
己
の
問
題
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
ま
で
の
自
己
把
握
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
、
自
己
を
対
象
化
す
る
私
の
存
在
そ
の
も
の

は
対
象
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
も
対
象
化
さ
れ
え

な
い
自
己
と
そ
の
存
在
こ
そ
が
問
題
の
領
域
に
は
入
り
こ
ん
で
こ
な
い
問

題
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
か
か
わ
り
を
生
き
る
自
己
に
と
っ

て
、「
私
の
な
か
に
あ
る
も
の
」
と
「
私
の
前
に
し
か
な
い
も
の
」
と
の
区

別
は
消
え
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
か
か
わ
り
を
生
き
る
状
況
に
お
い
て

は
、
両
者
が
私
に
お
い
て
入
り
混
じ
り
、
私
は
も
は
や
私
の
前
に
存
在
す

る
も
の
と
の
距
離
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
、「
私
の
な
か
に
あ
る
も
の
」
も

「
私
の
前
に
し
か
な
い
も
の
」
の
影
響
を
受
け
て
変
容
し
続
け
る
か
ら
で
あ

る
。
私
は
、
対
象
と
の
冷
静
な
距
離
を
保
つ
、
不
偏
不
党
の
主
体
で
は
な
く
、

か
か
わ
り
に
お
い
て
生
ず
る
出
来
事
か
ら
促
さ
れ
、
喜
悦
、
動
揺
、
感
激
、

怒
り
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
へ
と
導
か
れ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
私
が
か
か
わ
り

を
持
つ
悪
や
、
愛
な
ど
と
な
ら
ん
で
、
出
会
い
（rencontre

）
で
あ
る
。

問
わ
れ
る
の
は
、
し
ば
し
ば
問
題
の
次
元
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
事
務
的
な

出
会
い
（
交
渉
）
で
は
な
く
、
相
互
に
影
響
を
受
け
あ
う
人
格
的
な
出
会
い

で
あ
る
。
前
者
は
、
相
互
に
交
わ
す
言
葉
が
手
続
き
を
先
に
進
め
る
目
的

で
使
わ
れ
、
目
的
が
果
た
さ
れ
れ
ば
、
言
葉
は
直
ち
に
忘
却
さ
れ
る
。
し

か
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
心
を
こ
め
て
発
せ
ら
れ
る
言
葉
は
、
お
互
い

の
な
か
で
響
き
、
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
る
。
人
格
的
な
出
会
い
は
、
相

互
に
言
葉
を
交
わ
し
、
一
人
の
時
に
は
不
可
能
な
、
言
葉
で
共
に
ひ
と
つ

の
世
界
を
織
り
あ
げ
る
経
験
で
あ
り
、
相
手
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
己
の
経

験
を
組
み
替
え
る
創
造
的
な
経
験
で
も
あ
る
。
こ
の
経
験
を
生
き
る
最
中

に
は
、
問
題
と
し
て
目
の
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
な
対
象
的
な
出
来

事
は
出
現
し
な
い
。
私
は
、
こ
う
し
た
経
験
の
外
側
に
た
っ
て
、
経
験
を

他
人
事
の
よ
う
に
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
、
ま
さ
に
マ
ル
セ

ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
出
会
い
に
引
き
入
れ
ら
れ
、
出
会
い
に
依
存
す

る
の
で
あ
る（

18
）。」「

私
は
出
会
い
に
包
み
こ
ま
れ
、
私
の
方
が
出
会
い
を
包
み

こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
な
い（

19
）。」

こ
う
し
た
出
会
い
に
お
い
て
は
、
言
葉
を

交
わ
す
相
互
の
主
体
は
、
お
た
が
い
が
ど
ち
ら
の
方
向
に
進
む
の
か
わ
か

ら
な
い
ま
ま
に
、
発
せ
ら
れ
る
一
語
一
語
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
話
す
の

は
相
互
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
互
い
の
進
む
方
向
を
決
め
る
の
は

出
会
い
と
い
う
全
体
的
な
状
況
で
あ
る
。
私
が
一
方
的
に
方
向
を
決
め
る

こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
人
間
は
ま
た
、状
況
を
自
分
の
都
合
で
処
理
し
た
り
、

意
の
ま
ま
に
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
状
況
は
、
目
の

前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
問
題
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
次
元
に
は
な
い
。

逆
に
人
間
を
巻
き
こ
み
、
包
み
こ
み
、
人
間
の
行
方
を
左
右
す
る
の
が
状

況
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
出
会
い
と
い
う
状
況
の
な
か
で
は
、
一
定
の
予

測
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
言
葉
の
や
り
と
り
の
な
か
で
何
が
起
こ
る

か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
訪
れ
る
の
か
も
定
か
で
は
な
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い
。
そ
の
意
味
で
、
マ
ル
セ
ル
は
出
会
い
に
お
い
て
は
、
超
―
問
題
的
で
、

神
秘
的
な
出
来
事
が
出
現
し
て
く
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

神
秘
と
の
遭
遇
―
潜
心
の
道
―

　

超
―
問
題
的
な
出
来
事
と
し
て
の
神
秘
に
具
体
的
に
ど
う
迫
る
の
か
、
そ

れ
が
マ
ル
セ
イ
ユ
講
演
の
主
題
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
神
秘
は
、
問
題
と
異
な
り
眼
前
に
は
展
開
さ
れ
な
い
。
神
秘
は
、

私
が
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
刻
々
と
生
き
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、そ
れ
を
固
定
化
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

神
秘
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
迫
り
方
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
に

答
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
マ
ル
セ
ル
自
身
が
、
神
秘
を
ど
の
よ
う
な
仕
方

で
経
験
し
て
い
る
の
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
、
神
秘
は
、
決
し
て
対
象
化
で
き
ず
、
そ
の
つ
ど

生
き
ら
れ
て
い
る
が
、
何
が
ど
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
て
い
る
の
か
を
つ
ま

び
ら
か
に
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
確
認
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
打
ち
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

超
―
問
題
的
な
も
の
の
存
在
様
相
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
が
問
題
的
で
は
な
い
か
と
異
議
を
唱
え
る
人
を
想
定
し
て
、
マ
ル
セ

ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
超
―
問
題
的
な
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
、

よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
超
―
問
題
的
な
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
、

疑
い
の
余
地
な
く
実
在
す
る
も
の
、
そ
れ
を
疑
え
ば
か
な
ら
ず
矛
盾
に
お

ち
い
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
肯
定
す
る
こ
と
で
あ
る（

20
）。」

言
い
換
え
れ
ば
、

超
―
問
題
的
な
も
の
は
、
否
定
で
き
な
い
も
の
、
疑
い
の
な
い
も
の
と
し

て
自
己
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
超
―
問

題
的
な
も
の
、
神
秘
へ
と
向
か
う
こ
と
は
、
対
象
化
的
経
験
か
ら
の
実
際

の
解
放
（dégagem

ent

）
で
あ
り
、
分
離
（détachem

ent

）
で
あ
る（

21
）。

問

題
の
次
元
で
生
き
る
経
験
か
ら
身
を
解
き
放
ち
、
神
秘
と
い
う
次
元
に
移

行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
に
必
要
な
働
き
が
、
す
で
に
言
及
し
た
「
潜
心
」
で
あ
る
。
潜

心
は
、
自
己
を
内
観
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
自

己
を
内
観
す
る
主
体
と
、
内
観
さ
れ
る
自
己
と
の
間
に
あ
る
種
の
主
客
関

係
が
生
じ
る
。
こ
の
関
係
は
、
自
己
と
自
己
と
の
分
離
に
基
づ
く
自
己
分

裂
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
セ
ル
の
言
う
潜
心
は
、
主
体
に
よ

る
自
己
客
観
化
的
な
直
観
で
は
な
く
、
主
体
が
自
己
の
存
在
へ
と
引
き
こ

も
り
、
そ
の
状
態
の
な
か
で
自
己
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
。
引
き
こ
も

り
の
状
態
と
自
己
集
中
と
い
う
行
為
の
間
に
分
離
は
な
い
。
両
者
は
調
和

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
潜
心
に
お
い
て
は
、
主
体
と
対
象

と
の
間
に
可
能
な
分
離
も
な
け
れ
ば
、
主
体
と
自
己
と
の
間
の
分
裂
も
な

い
。
岳
野
は
、「
マ
ル
セ
ル
の
い
わ
ゆ
る
潜
心
に
お
い
て
は
、
主
客
の
区
別

は
な
く
、
主
が
客
で
あ
り
客
が
主
で
あ
る
と
い
っ
た
意
識
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
自
覚
意
識
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う（

22
）」

と
正
鵠
を
射
た
見
解
を

述
べ
て
い
る
。
潜
心
は
二
分
法
的
把
握
を
超
え
て
次
元
で
成
立
す
る
の
で

あ
る
。

　

マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
、
潜
心
す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
は
、
自
分
が

た
だ
単
に
生
存
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
、
生
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
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生
に
対
し
て
な
ん
ら
影
響
力
を
持
た
な
い
被
造
物
で
は
な
い
こ
と
を
潜
心

的
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
存
在
に
他
な
ら
な
い（

23
）。

す
な
わ
ち
、わ
れ
わ
れ
は
、

生
き
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
生
の
内
側
に
潜
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
内
側
か

ら
意
識
し
、
生
き
る
こ
と
に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
存
在
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
そ
れ

を
通
じ
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
統
一
態
と
し
て
の
自
分
を
取
り
戻
す
行
為（

24
）」

で

あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
働
き
か
け
る
以
前
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
統
一
態
と
し

て
の
自
分
を
生
き
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方

の
背
後
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
機
能
的
な
世
界
に
生

き
る
な
か
で
、
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
こ
な
し
、
対
象
の
な
か
に
自
分
を
失
っ

て
分
裂
し
た
状
態
で
生
き
て
い
る
と
い
う
マ
ル
セ
ル
の
診
断
が
認
め
ら
れ

る
。
技
術
的
な
も
の
が
幅
を
利
か
せ
る
世
界
で
、
技
術
に
拘
束
さ
れ
て
生

き
る
現
代
人
の
状
態
も
、
技
術
に
自
己
と
自
己
の
生
を
絡
め
と
ら
れ
た
深

刻
な
状
態
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
自
己
喪
失
と
自
己
分
散
か
ら
の

脱
却
の
試
み
が
マ
ル
セ
ル
の
言
う
潜
心
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
潜
心
は
単

に
内
面
を
観
る
内
観
的
な
働
き
で
は
な
い
。「
潜
心
は
、
お
そ
ら
く
、
心
の

う
ち
で
も
っ
と
も
見
物
的
で
は
な
い
働
き
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

何
か
を
見
つ
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
奪
回
（reprise

）
で
あ
り
、
内
的
改
造

（réfection intérieure

）
で
あ
る（

25
）。」

マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
潜
心
は
、
観

察
に
お
け
る
観
察
す
る
私
と
観
察
さ
れ
る
対
象
と
の
間
の
隔
た
り
を
前
提

と
し
な
い
。
そ
れ
は
自
己
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
自
己
を
つ
く
り
か

え
る
こ
と
で
あ
る
。
奪
回
と
は
、
技
術
的
な
も
の
の
な
か
へ
と
分
散
し
た

自
己
の
外
的
関
係
を
遮
断
し
、
自
己
の
生
の
深
部
に
潜
む
神
秘
的
な
出
来

事
を
自
己
へ
と
引
き
戻
す
試
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
積
極
的
な
言
い
方
の
内
に
、
マ
ル
セ
ル
の
神
秘
概
念
の
展
開
と

深
ま
り
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
セ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
問
題
と
の
対
比
で
神
秘
に
関
す
る
思
索
を
始
め
た
の
で
あ
る
が
、

潜
心
に
よ
っ
て
自
己
の
生
を
内
側
か
ら
意
識
す
る
働
き
を
介
し
て
、
こ
の

生
が
問
題
の
よ
う
に
対
象
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
け
で
な
く
、
私
は

こ
の
生
の
主
体
で
は
な
く
、
生
こ
そ
が
私
を
支
え
て
い
る
と
い
う
根
本
的

な
事
態
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
生
を
自
分
で
支
配
す
る
こ

と
も
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
生
そ
の
も
の
の
生
成
は
自
分
で
つ
く
っ

た
も
の
で
は
な
い
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
既
に
、
そ
し
て
常
に
実

現
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
分
の
生
に
引
き
こ
も
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
私
の
単
な
る
生
で
は
な
い
も
の
が
取
り
戻
さ
れ
る
。

生
の
奪
回
で
あ
る
。「
潜
心
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
私
に
立
ち
戻
っ
て

い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
私
自
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
し
ま
う
よ
う

な
、
何
よ
り
も
神
秘
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
現
存
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の

で
あ
る（

26
）。」

す
な
わ
ち
、
私
が
私
の
生
の
内
へ
と
潜
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
の
は
私
が
私
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
生
の
次
元
な
の
で
あ
る
。
こ
の
次
元
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
は
自
分
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
生
の
根
拠
が
自
分
の
内

に
は
見
出
せ
な
い
の
だ
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。こ
の
自
覚
は
、パ
ウ
ロ
の
「
あ

な
た
方
は
、
決
し
て
あ
な
た
方
自
身
の
も
の
で
は
な
い（

27
）」

と
い
う
言
葉
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
て
間
も
な
い
マ
ル
セ
ル
に
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よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
が
神
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
確
認
さ

れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
神
の
不
断
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
の
み
わ
れ
わ
れ
は
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
お

け
る
自
律
性
が
否
認
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

に
関
連
し
て
、『
存
在
と
所
有
』
の
最
後
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
自

律
的
で
は
な
い
と
い
う
事
態
が
、
深
く
存
在
の
な
か
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、

自
我
の
手
前
（
あ
る
い
は
自
我
を
超
え
た
と
こ
ろ
）
に
、
持
つ
と
い
う
こ
と

一
切
を
超
越
し
た
地
帯
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。
私
が
こ
の
地
帯
に
到
達

す
る
の
は
、
瞑
想
（contem

plation
）
の
な
か
か
、
礼
拝
（adoration

）
の

な
か
に
お
い
て
で
あ
る（

28
）。」

瞑
想
、
礼
拝
は
潜
心
と
ほ
ぼ
同
義
で
使
わ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
自
己
の
生
の
な
か
に
入
り
こ
み
、
自
己
の
生
の
源
泉
へ

と
い
た
る
働
き
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
律
的
に
生
き
て
い
る
の
で
は

な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
生
か
す
存
在
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ

と
の
確
認
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
律
的
で
能

動
的
と
見
え
る
活
動
の
背
後
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
中
心
的
な
活
動
性
が

見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
を
基

礎
づ
け
て
い
る
神
秘
の
前
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
神

秘
の
外
で
は
わ
れ
わ
れ
は
無
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る（

29
）。

　

マ
ル
セ
ル
は
、
最
初
は
神
秘
を
問
題
と
の
関
連
で
捉
え
る
哲
学
の
立
場
か

ら
出
発
し
た
が
、
後
に
、
神
秘
を
自
律
よ
り
も
他
律
を
強
調
す
る
宗
教
的

な
観
点
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
マ
ル
セ
ル

の
思
索
は
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
内
に
制
限
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
杉

村
は
、
マ
ル
セ
ル
の
語
る
存
在
論
的
神
秘
に
あ
る
種
の
ド
グ
マ
的
性
格
を

見
て
取
り
、「
マ
ル
セ
ル
の
思
索
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
ド
グ
マ
を
前
提
に
し

て
は
い
な
く
て
も
、
哲
学
的
と
問
い
の
徹
底
性
を
殺
ぐ
よ
う
な
仕
方
で
宗

教
的
な
も
の
を
密
輸
入
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う（

30
）」

と
批

判
し
て
い
る
が
、
た
し
か
に
自
己
の
信
仰
に
お
い
て
し
か
確
認
さ
れ
え
な

い
神
秘
を
他
者
に
語
っ
て
も
独
断
の
そ
し
り
は
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
宗
教
と
結
び
つ
い
て
現
れ
る
マ
ル
セ
ル
の
思
索
は
、
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
他
の
宗
教
に
も
等
し
く
認
め
ら
れ
る
類
の
も
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
の
外
部
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
宗
教
に
よ
ら
ず
と
も
、
思
索
を
通
じ
て
存

在
の
根
底
に
わ
れ
わ
れ
の
自
律
を
支
え
る
地
帯
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
神
や
仏
、
絶
対
者
に
代
え
て
、
自
然
や
い
の

ち
と
い
っ
た
言
葉
が
選
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ル

セ
ル
の
思
索
が
宗
教
の
枠
を
超
え
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

存
在
の
根
拠
を
考
え
る
際
に
、
マ
ル
セ
ル
が
神
秘
に
つ
い
て
延
べ
た
こ
と

は
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
の
だ
。

　

以
上
、
マ
ル
セ
イ
ユ
講
演
前
後
の
ご
く
短
い
時
期
に
限
定
し
て
、
マ
ル

セ
ル
の
神
秘
に
関
す
る
思
索
を
俎
上
に
あ
げ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、「
神
秘
」
は
マ
ル
セ
ル
が
生
涯
取
り
組
ん
だ
課
題
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
四
九
年
と
五
〇
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

た
講
義
で
も
、「
神
秘
」
は
中
心
問
題
と
し
て
幾
度
と
な
く
考
察
さ
れ
て
い

る（
31
）。

そ
の
思
索
は
、
可
視
的
な
対
象
と
し
て
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
実

存
の
特
徴
を
、
神
秘
と
し
て
定
義
さ
れ
る
出
来
事
の
生
起
す
る
点
に
認
め
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て
い
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
こ
な
す
こ
と
に
忙
し
い

人
間
や
、
技
術
的
な
も
の
と
の
関
係
に
拘
束
さ
れ
た
人
間
に
は
容
易
に
は

気
づ
か
れ
な
い
。
対
象
的
な
も
の
の
み
へ
と
視
野
の
限
定
さ
れ
た
人
間
に

も
、
こ
の
出
来
事
は
疎
遠
で
あ
る
。
神
秘
は
、
具
体
的
な
状
況
の
な
か
に

在
っ
て
、
前
後
左
右
の
環
境
や
、
自
分
以
外
の
人
間
と
の
交
流
な
ど
か
ら

不
断
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
が
し
か
と
確
か
め
ら
れ
な
い

出
来
事
に
驚
き
、
そ
の
不
可
思
議
さ
に
心
打
た
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
決

し
て
意
識
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、神
秘
は
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
『
知

覚
の
現
象
学
』
の
序
文
で
述
べ
た
よ
う
な
、
世
界
の
神
秘
で
も
、
理
性
の

神
秘
で
も
な
い（

32
）。

そ
れ
は
、
何
よ
り
も
自
己
の
存
在
の
神
秘
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
神
秘
は
、
自
己
の
存
在
の
あ
り
よ
う
に
魅
了
さ
れ
、
自
己
の
存

在
の
な
か
へ
と
潜
行
す
る
こ
と
を
止
め
な
い
人
間
に
ひ
と
つ
の
決
定
的
な

事
実
を
指
し
示
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
マ
ル
セ
ル
が
潜
心
の
道
を
通
じ
て
到

達
し
た
「
存
在
の
神
秘
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の

は
、
生
き
て
あ
る
こ
と
の
根
拠
が
私
自
身
に
は
な
い
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

私
は
、
生
か
さ
れ
て
あ
る
か
ら
こ
そ
、
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
律
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
他
律
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
支
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
傲
慢
や
思
い
上
が
り
を
戒
め
る
こ
う
し
た
観
点
は
、
人
間

の
自
律
や
責
任
が
強
調
さ
れ
る
人
間
中
心
の
世
界
で
は
重
視
さ
れ
る
こ
と

は
少
な
い
。
経
済
優
先
の
世
俗
的
な
世
界
で
は
、
ま
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
見
え
る
も
の
、

感
じ
ら
れ
る
も
の
の
背
後
に
、
そ
れ
ら
を
可
能
に
し
て
い
る
神
に
源
泉
を

持
つ
「
存
在
の
神
秘
」
を
感
受
し
、
そ
の
次
元
へ
と
開
か
れ
た
状
態
に
お

い
て
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
ひ
と
つ
の
稀
有
な
出
来
事
と

で
も
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
セ
ル
の
思
索
は
、
何
よ
り
も

そ
の
出
来
事
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
。

注

（
1
）  Cf. H

.Spiegelberg, T
he phenom

enological M
ovem

ent, K
luw
er 

A
cadem

ic Publishers, 1964, p.448

〜469. 

ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
グ
は
、こ
の
著

作
で
マ
ル
セ
ル
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。

（
2
）  

ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
軽
く
触
れ
る
程
度
で
あ
る
。（
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ

ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
、佐
藤
真
理
人
監
訳『
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
』法
政
大
学
出
版

局
、二
〇
〇
九
年
、二
二
〜
二
五
頁
参
照
。）次
の
書
に
も
わ
ず
か
だ
が
マ
ル
セ
ル

哲
学
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。箱
石
匡
行『
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
系
譜
』世
界
書

院
、一
九
九
二
年
の
第
二
部
の
第
一
章
、第
二
章
参
照
。

（
3
）  G.M

arcel, Ê
tre et A

voir
1 Journal m

étaphysique 

（1928-1933

）, 
Editions A

ubier-M
ontaigne, 1968, p.125.　

な
お
、一
九
二
七
年
に
出
版

さ
れ
た『
形
而
上
学
日
記
』に
つ
い
て
は
、ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
を
始
め
と
す
る

多
く
の
研
究
書
や
論
文
が
書
か
れ
て
い
る
。Cf. Jean W

ahl, V
ers le concret, 

Librairie philosophique J. V
rin, 1932, p.223-269.

（
4
）  Cf. ibid., p. 124.

（
5
）  Ibid., p.127.

（
6
）  Ibid., p.128.

（
7
）  

生
成
の
最
中
で
生
じ
て
い
る「
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
も
の
」は「
ほ
と
ん
ど

無
」と
な
ら
ん
で
、ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
思
索
の
根
本
問
題
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
が
、｢

分
か
ら
な
さ｣

は
、マ
ル
セ
ル
の
言
う
神
秘
の
言
い
換
え
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。Cf. L

e Je-ne-sais-quoi et le presque-rien, Presse 
universitaire de France, 1957.

（
8
）  Cf. G.M

arcel, op.cit., p.146.

ガブリエル・マルセルと存在の神秘

Page:10無断転載禁止　



一
一

ガブリエル・マルセルと存在の神秘 Vol. 45 No. 3

（
9
）  Ibid., p.147.

（
10
） Ibid., p.147.

（
11
） G.M

arcel, L
’hom

m
e problém

atique, Editioin antérieure, 1995, p.193.
（
12
） Ibid., p.193.

（
13
）  Cf.G

. M
arcel, E

ntretiens P
aul R

icœ
ur-G

abriel M
arcel, E

ditioin 
antérieure, 1998, p.36f.

（
14
）  G.M

arcel, L
’hom

m
e problém

atique, p.196.

（
15
）  Ibid., p.196.

（
16
）  Ibid., p.199.

（
17
）  Ibid., p.205.

（
18
）  Ibid., p.209.

（
19
）  Ibid., p.209.

（
20
）  Ibid., p.210.

（
21
）  Cf. ibid., p.211.

（
22
）  『
岳
野
慶
作
著
作
集　

Ⅳ
』中
央
出
版
社
、一
九
七
四
年
、一
二
八
〜
一
二
九
頁
参

照
。同
じ
箇
所
で
、岳
野
は
ま
た
、マ
ル
セ
ル
の
潜
心
を
、西
田
幾
多
郎
の「
意
識

さ
れ
る
意
識
」と「
意
識
す
る
意
識
」と
い
う
区
別
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、「
意
識

を
対
象
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
は
な
く
、意
識
自
体
が
自
己
を
自
覚
す
る
こ

と
で
あ
る
」と
も
述
べ
て
い
る
。

（
23
）  G.M

arcel, L
’ hom

m
e problém

atique, p.211.

（
24
）  Ibid., p.211.

（
25
）  Ibid., p.212f.

（
26
）  Ibid., p.213.

（
27
）  Ibid., p.213.

（
28
）  G.M

arcel, Ê
tre et A

voir
1 Journal m

étaphysique 

（1928-1933

）, p.219.

（
29
）  Ibid., p.220.

（
30
）  

杉
村
靖
彦「
マ
ル
セ
ル
」（『
哲
学
の
歴
史　

12
』中
央
公
論
新
社
、二
〇
〇
八
年
）、

一
九
〇
頁
。

（
31
）  Cf. Gabriel M

arcel, L
e m
ystère de l ’être, A

ssociation Présence de 

Gabriel M
arcel, 1997. 

こ
の
講
義
の
第
一
部
の
第
七
講「
状
況
内
存
在
」で
は
、

と
り
わ
け
神
秘
へ
の
道
に
続
く
潜
心
の
働
き
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）  Cf. M

. M
erleau-Ponty, P

hénom
énologie de la perception, Editions 

Gallim
ard, 1945, p.xvi.

（
二
〇
一
〇
年
一
月
二
十
五
日
）

ガブリエル・マルセルと存在の神秘

Page:11無断転載禁止　


