
シ
モ
ー
ヌ
･
ド
･
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
と
実
存
主
義

1
.
序
論

ア
ラ
ン
･
ル
ノ
ー
は
､
サ
ル
ト
ル
が
『
倫
理
学
ノ
ー
ト
(
1
9
8
3
)
』
を
未
完
の

ま
ま
放
棄
し
た
外
的
説
明
の
1
　
つ
と
し
て
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
に
よ
る
『
両
義

性
の
モ
ラ
ル
の
た
め
に
(
1
9
4
7
)
』
　
の
刊
行
を
挙
げ
､
サ
ル
ト
ル
が
言
わ
ん
と
し

て
い
た
こ
と
を
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
が
書
い
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推

察
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
ル
ノ
ー
は
'
『
両
義
性
の
モ
ラ
ル
の
た
め
に
』
　
で
の

企
て
は
サ
ル
ト
ル
の
　
『
存
在
と
無
(
1
9
4
3
)
』
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
倫
理
学
の
企

o

て
に
対
応
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
表
現
に
よ
れ
ば
､
あ
く
ま
で
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
『
存
在
と
無
』
　
に

あ
る
こ
と
に
な
る
が
､
最
近
の
研
究
で
は
､
『
存
在
と
無
』
の
オ
-
ジ
ナ
-
テ
ィ

そ
の
も
の
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
｡
ボ
ー
グ
ォ
ワ
I
ル
の
小
説
『
招
か
れ
た
女

(
1
9
4
3
)
』
と
『
存
在
と
無
』
は
同
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
が
､
フ
ル
ブ
ル
ッ
ク

は
､
日
記
や
書
簡
を
根
拠
に
､
『
存
在
と
無
』
が
書
き
始
め
ら
れ
た
と
き
に
は
､

『
招
か
れ
た
女
』
　
の
第
二
稿
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
た
と
､
ま
た
､
両
作
品

シ
モ
ー
ヌ
･
ド
･
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
実
存
主
義

杉
　
藤
　
雅
　
子

に
共
通
す
る
考
え
と
議
論
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
『
招
か
れ
た
女
』
に
あ
る
と

r
C
･
]

記
し
て
い
る
｡

ア
ラ
ン
･
ル
ノ
ー
の
発
言
は
､
｢
実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
｣
　
に
お
い
て
は
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
-
ル
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
握
っ
て
い
た
が
､
｢
意
識
の
現
象
学
｣
　
に
お

い
て
は
サ
ル
ト
ル
が
主
導
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
も

し
フ
ル
ブ
ル
ッ
ク
の
主
張
が
正
し
い
な
ら
ば
､
｢
意
識
の
現
象
学
｣
　
の
イ
ニ
シ

ア
チ
ヴ
も
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
が
握
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
､
第
二
次
世
界
大
戦

後
の
フ
ラ
ン
ス
で
隆
盛
を
極
め
た
実
存
主
義
そ
の
も
の
の
見
直
し
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

一
九
四
三
年
の
初
め
に
ジ
ャ
ン
･
グ
ル
ニ
エ
か
ら
｢
あ
な
た
は
実
存
主
義
者

で
す
か
｣
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
､
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
次
の
よ
う
に

回
顧
し
て
い
る
｡

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
読
ん
で
い
た
し
､
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
関
し
て
は
､
ず
い
ぶ

ん
前
か
ら
　
｢
実
存
の
｣
哲
学
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
が
､
ガ
プ
リ
エ
ル
･

マ
ル
セ
ル
が
最
近
言
い
出
し
た
　
｢
実
存
主
義
｣
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
知

二
二



r
a

ら
な
か
っ
た
　
(
F
A
6
2
5
)
C

｢
実
存
主
義
｣
と
い
う
言
葉
の
意
味
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル

が
ど
の
よ
う
に
し
て
実
存
主
義
者
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
､

ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
の
実
存
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

そ
れ
が
本
論
の
主
題
で
あ
る
｡

2
.
『
ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
(
1
9
4
4
)
』

自
伝
『
女
ざ
か
り
(
F
A
)
』
に
は
､
l
九
三
〇
年
頃
に
関
し
て
な
さ
れ
た
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡
｢
私
た
ち
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
　
『
誘
惑
者
の
日
記
』

に
と
く
に
注
目
は
し
な
か
っ
た
　
(
F
A
5
9
)
｣
｡
｢
『
ビ
ヒ
エ
ー
ル
』
誌
に
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
　
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
　
の
翻
訳
が
載
っ
た
が
､
私
た
ち
は
ま
っ
た
-

分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
､
興
味
を
も
た
な
か
っ
た
　
(
F
A
9
3
)
｣
｡
｢
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
の
最
初
の
翻
訳
が
こ
の
こ
ろ
刊
行
さ
れ
た
が
､
読
む
気
を
起
こ
さ
せ
る
も
の

は
何
も
な
く
､
私
た
ち
は
無
視
し
た
　
(
F
A
1
5
7
)
｣
.

当
時
､
サ
ル
ト
ル
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
て
い
て
'
そ
れ
ら
を
整
合

的
に
ま
と
め
る
た
め
に
は
､
助
け
が
必
要
だ
と
分
か
っ
て
い
た
　
(
F
A
1
5
7
)
｡

彼
に
と
っ
て
'
助
け
と
な
る
と
思
わ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
現
象
学
で
あ
っ
た
｡

｢
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
無
視
し
た
｣
　
と
い
う
文
章
に
､
レ
イ
モ
ン
･
ア
ロ
ン
が
ア

ン
ズ
の
カ
ク
テ
ル
を
指
差
し
な
が
ら
､
｢
も
し
君
が
現
象
学
者
な
ら
､
こ
の
カ

ク
テ
ル
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
､
そ
し
て
､
そ
れ
は
哲
学
な
ん
だ
-
⊥

一
四

と
言
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
続
い
て
い
る
｡

そ
の
翌
年
の
一
九
三
三
年
に
､
サ
ル
ト
ル
は
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
研
究
の
た

め
に
ベ
ル
リ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
学
院
に
向
か
っ
た
｡
ベ
ル
リ
ン
で
の
研
究
の
成
果

と
し
て
､
『
想
像
力
(
1
9
3
6
)
』
､
『
自
我
　
(
エ
ゴ
)
　
の
超
越
-
現
象
学
的
l
記
述

の
素
描
(
1
9
3
7
)
』
､
『
情
緒
論
素
描
(
1
9
3
9
)
』
､
『
想
像
力
の
問
題
-
想
像
力
の
現

象
学
的
心
理
学
(
1
9
4
0
)
』
､
『
存
在
と
無
-
現
象
学
的
存
在
論
の
試
み
(
1
9
4
3
)
』

が
刊
行
さ
れ
た
が
､
サ
ル
ト
ル
が
関
心
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
の
は
｢
意

識
の
現
象
学
｣
　
で
あ
っ
て
､
｢
実
存
主
義
｣
　
で
は
な
か
っ
た
｡
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-

ル
は
自
伝
『
女
ざ
か
り
』
　
に
こ
れ
ら
の
著
書
の
要
約
と
詳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
記

し
て
い
る
｡

一
九
四
三
年
の
初
め
に
グ
ル
ニ
エ
か
ら
｢
あ
な
た
は
実
存
主
義
者
で
す
か
｣

と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
､
『
存
在
と
無
』
　
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
､

ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
原
稿
を
何
度
も
読
み
返
し
､
付
け
加
え
る
も
の
は
何
も
な

い
と
思
っ
て
い
た
　
(
F
A
6
2
6
)
｡
そ
れ
を
理
由
に
､
グ
ル
ニ
エ
か
ら
の
､
彼
が

担
当
し
て
い
る
選
集
に
協
力
し
て
-
れ
る
よ
う
に
と
い
う
申
し
出
を
固
辞
し
て

い
た
が
､
サ
ル
ト
ル
の
勧
め
も
あ
っ
て
引
き
受
け
､
誕
生
し
た
の
が
『
ピ
リ
ウ

o

ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
で
あ
る
｡

『
ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
の
最
初
の
哲
学
的
エ
ッ
セ

イ
で
あ
り
'
一
九
四
四
年
の
一
一
月
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
著
書
は
二
部
構
成
に

な
っ
て
い
る
｡
ボ
ー
グ
ォ
ワ
I
ル
は
『
ピ
-
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
の
出
版
当
時

の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
｡



も
し
人
間
が
　
《
遠
隔
の
存
在
》
な
ら
ば
､
な
ぜ
そ
こ
ま
で
超
越
す
る
の
だ

ろ
う
か
'
な
ぜ
も
っ
と
遠
-
へ
超
越
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
､
人
間
の
投
企

の
限
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
決
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
､
第
一
部
で
私

は
自
問
し
た
｡
私
は
､
瞬
間
の
モ
ラ
ル
と
永
遠
を
問
題
と
し
て
い
る
モ
ラ

ル
の
す
べ
て
に
異
を
唱
え
た
｡
個
別
的
な
人
間
は
誰
も
､
神
あ
る
い
は
人

類
と
呼
ば
れ
る
無
限
な
も
の
と
実
際
に
関
係
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
｡

私
は
､
サ
ル
ト
ル
に
よ
っ
て
『
存
在
と
無
』
に
持
ち
込
ま
れ
た
《
状
況
》

と
い
う
考
え
の
正
し
さ
と
大
切
さ
を
示
し
た
｡
私
は
す
べ
て
の
疎
外
(
他

有
化
)
　
を
非
難
し
､
他
人
を
口
実
と
み
な
す
こ
と
を
禁
じ
た
｡
-

第
二
部
で
は
､
モ
ラ
ル
に
実
証
的
な
基
礎
を
見
つ
け
る
こ
と
が
主
題
だ
っ

た
｡
私
は
書
き
上
げ
た
ば
か
り
の
小
説
の
結
論
を
､
よ
り
詳
細
に
'
繰
り

返
し
た
｡
つ
ま
り
'
人
間
的
価
値
の
す
べ
て
の
根
拠
で
あ
る
自
由
は
､
人

間
の
企
て
を
正
当
化
で
き
る
た
だ
一
つ
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
｡

と
こ
ろ
で
､
私
は
､
サ
ル
ト
ル
の
､
事
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て

も
､
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
さ
せ
て
-
れ
る
自
由
が
あ
る
と
い

う
学
説
に
賛
同
し
て
い
た
が
､
も
し
自
由
が
わ
れ
わ
れ
に
天
与
の
も
の
な

ら
ば
､
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
目
的
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
｡
私
は
自
由
の
二
つ
の
側
面
を
区
別
し
た
｡
つ
ま
り
､
自
由
は
､
好

む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
､
あ
る
仕
方
あ
る
い
は
別
の
仕
方
で
､

外
か
ら
実
存
に
や
っ
て
-
る
す
べ
て
を
自
分
の
も
の
と
す
る
実
存
の
様
態

そ
の
も
の
で
あ
り
､
こ
の
内
的
運
動
は
分
割
で
き
な
い
か
ら
､
そ
れ
ぞ
れ

の
人
に
お
い
て
全
面
的
で
あ
る
｡
そ
れ
に
反
し
て
､
人
々
に
開
か
れ
て
い

シ
モ
ー
ヌ
･
ド
･
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
実
存
主
義

る
具
体
的
な
可
能
性
は
等
し
く
な
く
'
一
部
の
人
々
が
､
人
類
全
体
が
自

由
に
で
き
る
具
体
的
な
可
能
性
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
部
分
に
到
達
す
る
｡

彼
ら
の
努
力
は
彼
ら
を
､
も
っ
と
も
恵
ま
れ
た
人
々
の
出
発
点
で
あ
る
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
近
づ
け
る
だ
け
だ
｡
つ
ま
り
､
彼
ら
の
超
越
は
内
在

の
形
で
集
団
に
紛
れ
て
し
ま
う
の
だ
｡
も
っ
と
も
有
利
な
状
況
に
お
い
て
､

投
企
は
逆
に
真
の
乗
り
越
え
で
あ
り
､
新
し
い
未
来
を
築
-
｡
活
動
は
､

そ
れ
が
自
分
の
た
め
に
ま
た
他
人
の
た
め
に
特
権
的
な
地
位
を
獲
得
す
る

こ
と
､
つ
ま
り
自
由
を
自
由
に
す
る
こ
と
　
(
l
i
b
e
r
e
r
)
　
を
め
ざ
す
と
き
に

は
､
善
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
私
は
サ
ル
ト
ル
の
考
え
と
､
長
い
議
論

に
お
い
て
､
私
が
彼
に
反
対
し
て
主
張
し
て
き
た
傾
向
を
両
立
さ
せ
よ
う

と
試
み
た
｡
つ
ま
り
､
私
は
状
況
に
序
列
を
設
け
た
の
だ
｡
主
観
的
に
は
､

救
済
は
と
に
か
-
可
能
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
で
も
や
は
り
無
知
よ
り
も
知

を
､
病
気
よ
り
も
健
康
を
､
不
足
よ
り
も
繁
栄
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
｡

私
は
､
実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
に
具
体
的
な
内
容
を
あ
た
え
る
と
い
う
自
分

の
配
慮
を
と
が
め
は
し
な
い
が
､
困
っ
た
こ
と
に
'
個
人
主
義
か
ら
抜
け

出
し
た
と
信
じ
て
い
た
と
き
に
､
そ
こ
に
相
変
わ
ら
ず
は
ま
り
込
ん
で
い

た
｡
個
人
は
他
人
の
承
認
に
よ
っ
て
し
か
人
間
的
次
元
を
受
け
取
ら
な
い

と
､
私
は
考
え
て
い
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
私
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
､
共

実
存
は
そ
れ
ぞ
れ
の
実
存
者
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
一
種

の
偶
発
事
と
し
て
現
れ
て
い
る
　
(
F
A
6
2
7
-
8
)
｡

『
ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
は
英
語
圏
で
は
軽
視
さ
れ
'
出
版
か
ら
六
〇
年

w



後
の
二
〇
〇
四
年
に
よ
う
や
-
翻
訳
が
な
さ
れ
た
｡
そ
の
翻
訳
の
解
説
に
お
い

て
'
デ
ブ
ラ
･
バ
ー
グ
オ
ッ
フ
ェ
ン
は
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
を
ま
じ
め
な
.
s
e
-

r
i
o
u
s
)
哲
学
者
で
あ
る
と
見
な
す
と
､
『
ピ
-
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
は
無
視
で

(
5
)

き
な
い
と
述
べ
て
い
る
｡
私
も
､
『
ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
に
は
『
第
二
の

性
』
　
の
主
要
な
概
念
が
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
､
ま
た
､
『
存
在
と
無
』
　
に
お

け
る
サ
ル
ト
ル
の
考
え
方
と
の
違
い
が
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
軽
視
で
き
な

い
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
｡

『
ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
で
は
実
存
主
義
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な

い
が
､
そ
の
第
一
部
､
｢
カ
ン
デ
ィ
-
ド
の
庭
｣
　
で
は
､
人
間
は
自
発
性
､
投

企
､
超
越
で
あ
る
か
ら
､
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
に
よ
っ
て
自
分
の
も
の
を
つ
-

り
'
他
人
と
の
粋
を
つ
く
り
'
事
物
や
世
界
と
の
関
係
を
つ
く
る
と
説
か
れ
て

い
る
｡
こ
こ
で
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
は
行
動
の
次
元
で
自
発
性
､
投
企
､
超
越

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
､
行
動
の
次
元
に
立
つ
と
い
う
の
は
彼
女
の
1
貫
し

た
姿
勢
で
あ
る
｡

サ
ル
ト
ル
も
『
存
在
と
無
』
　
に
お
い
て
自
発
性
､
投
企
､
超
越
を
問
題
と
し

て
い
る
が
､
第
一
部
か
ら
第
三
部
ま
で
は
､
意
識
の
次
元
に
お
け
る
自
発
性
､

投
企
､
超
越
で
あ
り
､
第
四
部
に
な
る
と
行
動
の
次
元
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に

f
-
J
Z
.
)

な
る
｡『

ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
の
第
二
部
で
は
､
他
者
論
が
､
承
認
論
と
し
て

(
-
)

展
開
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

〓
ハ

承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
私
た
ち
の
自
由
は
､
一
つ
の
ア
ー
チ
を
形

作
る
複
数
の
石
の
よ
う
に
､
互
い
に
支
え
合
っ
て
い
る
の
だ
　
(
P
C
1
2
0
)
｡

サ
ル
ト
ル
も
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
　
に
お
い
て
､
｢
わ

れ
わ
れ
の
自
由
は
他
人
の
自
由
に
依
拠
し
､
他
人
の
自
由
は
わ
れ
わ
れ
の
自
由

に
依
拠
し
て
い
る
　
(
E
H
∞
∽
)
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
主
張
に
は
､

『
存
在
と
無
』
　
に
お
け
る
主
張
と
の
整
合
性
が
欠
け
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､

『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』
は
､
『
ピ
リ
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
の

'
"
'
I

影
響
下
に
な
さ
れ
た
講
演
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

3
.
『
実
存
主
義
と
民
衆
の
知
恵
　
(
1
9
4
8
)
』

他
の
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
､
ま
ず
､
私
が
他
の
人
々
を

『
レ
･
タ
ン
･
モ
デ
ル
ヌ
』
誌
の
第
一
号
が
一
九
四
五
年
の
一
〇
月
に
出
た
｡

こ
れ
に
前
後
し
て
､
サ
ル
ト
ル
の
講
演
｢
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ

る
｣
が
行
わ
れ
､
《
実
存
主
義
攻
勢
》
　
の
火
蓋
が
切
ら
れ
た
｡
終
戦
の
こ
ろ
､

カ
ト
リ
ッ
ク
､
極
右
､
コ
､
､
､
ユ
ニ
ス
ト
'
マ
ル
キ
ス
ト
が
｢
実
存
主
義
｣
を
非

難
し
始
め
た
｡
サ
ル
ト
ル
も
ボ
ー
グ
ォ
ワ
ー
ル
も
自
分
た
ち
に
貼
ら
れ
た
｢
実

存
主
義
者
｣
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
拒
み
続
け
て
い
た
が
､
無
駄
だ
っ
た
｡
｢
し

ま
い
に
私
た
ち
は
､
み
ん
な
が
私
た
ち
を
呼
ぶ
の
に
使
っ
て
い
た
こ
の
呼
名
を

＼
q
こ

拝
借
し
て
｣
､
《
実
存
主
義
攻
勢
》
　
に
転
じ
た
｡

《
実
存
主
義
攻
勢
》
　
に
は
メ
ル
ロ
=
ボ
ン
テ
ィ
も
参
加
し
､
『
レ
･
タ
ン
･

モ
デ
ル
ヌ
』
の
一
一
月
号
に
『
実
存
主
義
論
争
』
を
発
表
し
た
｡
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-



(S)

ル
の
　
『
実
存
主
義
と
民
衆
の
知
恵
』
は
､
二
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
｡
こ
の
辺

の
事
情
を
『
実
存
主
義
論
争
』
と
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
の
自
伝
『
あ
る
戦
後
』
が

詳
し
-
伝
え
て
い
る
｡

『
実
存
主
義
と
民
衆
の
知
恵
』
に
お
け
る
実
存
主
義
の
弁
護
か
ら
､
ボ
ー
グ
ォ

ワ
-
ル
が
実
存
主
義
を
､
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
探
っ
て
み
よ
う
｡

こ
の
評
論
は
､
｢
ほ
と
ん
ど
の
人
は
　
『
実
存
主
義
』
と
い
う
哲
学
を
知
ら
な
い

の
に
､
多
-
の
ひ
と
が
そ
れ
を
攻
撃
し
て
い
る
｣
と
い
う
文
章
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
｡
攻
撃
し
て
い
る
人
た
ち
は
､
｢
実
存
主
義
｣
　
は
人
間
の
偉
大
さ
を
認
め

ず
､
そ
の
悲
惨
さ
だ
け
を
描
こ
う
と
す
る
《
-
ゼ
ラ
ビ
リ
ズ
ム
》
　
で
あ
り
､
そ

れ
は
友
情
'
博
愛
､
ど
ん
な
形
の
愛
も
否
定
し
､
個
人
を
利
己
的
な
孤
独
の
う

ち
に
閉
じ
込
め
､
現
実
世
界
か
ら
切
り
離
し
､
完
全
な
主
観
性
の
な
か
に
留
ま

ら
せ
る
と
言
っ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
非
難
に
対
し
て
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
は
､
人
間
の
悲
惨
さ
､
利
己

主
義
､
主
観
性
を
露
わ
に
す
る
宗
教
､
思
想
'
文
学
､
埋
諺
を
繰
り
出
し
て
は
､

な
ぜ
　
｢
実
存
主
義
｣
だ
け
が
非
難
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
て
い
る
｡

す
の
を
好
ま
ず
､
自
分
の
自
由
を
巻
き
添
え
に
す
る
の
で
は
と
心
配
す
る

あ
ま
り
に
､
自
由
を
捨
て
る
は
う
が
ま
し
だ
と
思
う
｡
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
､

彼
ら
の
'
こ
の
自
由
を
最
重
要
の
位
置
に
お
-
学
説
に
対
す
る
嫌
悪
感
の

も
っ
と
も
根
源
的
な
理
由
な
の
だ
｡
も
し
､
実
存
主
義
に
向
け
ら
れ
た
批

判
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
'
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
な
矛
盾
に
よ
っ
て
驚
か

さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
｡
実
存
主
義
を
主
観
主
義
と
非
難
す
る
人
々
は
､
モ

ン
テ
ー
ニ
ュ
､
ラ
･
ロ
シ
ェ
フ
コ
1
㌧
　
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
を
無
常
の
喜
び
と

し
て
い
る
､
ま
さ
に
そ
の
人
で
あ
る
｡
彼
ら
は
､
純
然
た
る
内
在
の
心
理

学
の
確
固
た
る
支
持
者
で
あ
り
､
そ
こ
で
は
､
個
人
の
投
企
と
感
情
は
す

べ
て
彼
自
身
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
実
存
主
義
者
は
､
そ
れ

と
は
反
対
に
､
人
間
は
超
越
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡
人
間
の
生
は
､

世
界
へ
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
､
｢
他
者
｣
に
向
か
う
運
動
､
未
来
に
向
か

う
現
在
の
乗
り
越
え
で
あ
る
　
(
E
S
3
8
-
9
)
｡

続
い
て
､
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
｢
内
在
の
哲
学
｣
と
　
｢
超
越
の
哲
学
｣
を
対

比
し
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

彼
ら
が
実
存
主
義
に
向
け
る
第
1
の
非
難
は
､
首
尾
1
貫
し
た
､
組
織
化

さ
れ
た
体
系
で
あ
り
､
全
体
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
哲
学

的
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
｡
あ
ま
り
に
も
明
確
に
規
定
さ
れ
た
世
界

観
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
'
彼
ら
は
､
あ
ま
り
に
も
重
い
責
任
を
抱
え
込

む
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

と
い
う
の
も
､
人
々
は
な
に
よ
り
も
責
任
を
ひ
ど
-
恐
れ
､
危
険
を
冒

シ
モ
ー
ヌ
･
ド
･
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
実
存
主
義

内
在
の
哲
学
で
は
'
わ
た
し
の
行
動
の
到
達
点
は
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
-

超
越
の
哲
学
で
は
､
主
体
は
も
っ
ぱ
ら
出
発
点
と
し
て
存
在
し
'
わ
た
し

は
そ
の
存
在
を
覆
い
隠
す
こ
と
は
で
き
ず
､
わ
た
し
の
す
べ
て
の
行
為
の

源
は
わ
た
し
の
主
観
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
正
視
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
｡
実
は
､
ひ
と
が
実
存
主
義
を
そ
の
主
観
性
ゆ
え
に
非
難
す
る
と

一
七



き
､
非
難
し
て
い
る
の
は
､
主
観
性
と
自
由
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
で
あ
る
　
(
E
S
4
0
-
1
)
c

も
ち
ろ
ん
'
実
存
主
義
は
｢
超
越
の
哲
学
｣
　
で
あ
り
､
こ
こ
で
も
､
｢
内
在
｣

と
　
｢
超
越
｣
　
は
行
動
の
次
元
で
使
わ
れ
て
い
る
｡
｢
内
在
｣
と
｢
超
越
｣
は
､
『
第

二
の
性
』
　
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
､
『
ピ
-
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
で

萌
芽
が
見
ら
れ
'
『
実
存
主
義
と
民
衆
の
知
恵
』
　
に
お
い
て
す
で
に
獲
得
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
｡

一
八

た
｡
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
反
対
し
た
の
は
､
両
義
性
の
還
元
不

可
能
な
性
格
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
そ
し
て
今
日
'
『
存

在
と
無
』
で
サ
ル
ト
ル
が
人
間
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
の
も
両
義
性

に
よ
っ
て
で
あ
る
｡
そ
の
存
在
が
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
の
存
在
｡

世
界
へ
の
現
前
と
し
て
で
な
け
れ
ば
実
現
さ
れ
な
い
こ
の
主
観
性
｡
拘
束

さ
れ
た
こ
の
自
由
｡
他
人
に
　
(
p
o
u
r
a
u
t
r
u
i
)
直
接
与
え
ら
れ
る
こ
の

対
日
の
出
現
(
P
M
A
1
5
/
1
4
)
0

4
.
『
両
義
性
の
モ
ラ
ル
の
た
め
に
　
(
1
9
4
7
)
』

『
両
義
性
の
モ
ラ
ル
の
た
め
に
』
　
は
､
『
レ
･
タ
ン
･
モ
デ
ル
ヌ
』
　
の
一
九

四
六
年
1
　
1
月
号
お
よ
び
1
二
月
号
､
一
九
四
七
年
l
月
号
お
よ
び
二
月
号
に

掲
載
さ
れ
､
一
九
四
七
年
に
ガ
リ
マ
ー
ル
社
か
ら
一
冊
の
本
と
し
て
出
版
さ
れ

K
)

た
｡
こ
の
論
評
も
実
存
主
義
の
擁
護
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
､

ボ
ー
ヴ
ォ
ア
ー
ル
自
身
も
｢
当
時
､
人
々
は
実
存
主
義
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
､
ミ

ゼ
ラ
ビ
-
ズ
ム
の
'
軽
薄
な
､
卑
猿
な
､
絶
望
感
に
満
ち
た
､
卑
劣
な
哲
学
と

呼
ん
で
い
た
の
で
､
と
に
か
-
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
　
(
F
C
I
9
8
)
｣

3耶E

と
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
実
存
主
義
擁
護
の
記
述
か

ら
､
彼
女
が
実
存
主
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
探
る
こ
と
に
す
る
｡

『
両
義
性
の
モ
ラ
ル
の
た
め
に
』
　
に
お
い
て
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
の
実
存

主
義
に
｢
両
義
性
｣
と
い
う
新
た
な
意
味
が
付
け
加
え
ら
れ
た
が
､
そ
れ
は
実
存

主
義
の
源
流
へ
の
回
帰
で
も
あ
っ
た
｡
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
生
と
死
'
孤
独
と

世
界
と
の
関
係
､
自
由
と
隷
属
､
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
無
意
味
さ
と
重
要
さ
を

根
本
的
両
義
性
と
し
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は
人
間
の
条
件
で
も
あ
る
｡
こ
う
し

た
条
件
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
で
､
実
存
主
義
は
-
ゼ
ラ
ビ
リ
ズ
ム
'
絶
望
感

に
満
ち
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た
が
､
こ
う
し
た
条
件
を
引
き
受
け
つ
つ
生
き
る

こ
と
を
'
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
実
存
と
考
え
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
ボ
ー
グ
ォ

ワ
-
ル
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
｡

実
存
主
義
は
､
は
じ
め
か
ら
ひ
と
つ
の
両
義
性
の
哲
学
と
し
て
規
定
さ
れ

こ
う
し
た
[
自
由
を
肯
定
す
る
]
モ
ラ
ル
は
独
我
論
で
は
な
い
｡
個
人
は
自

ら
の
､
世
界
や
他
の
個
人
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
し
か
規
定
さ
れ
な
い

し
､
自
己
を
超
越
す
る
こ
と
で
し
か
実
存
し
な
い
L
t
個
人
の
自
由
は
他

人
の
自
由
を
介
し
て
し
か
実
現
で
き
な
い
か
ら
だ
　
(
P
M
A
2
1
8
/
1
9
3
)
｡



5
.
『
実
存
主
義
と
は
何
か
　
(
1
9
4
7
)
』

『
実
存
主
義
と
は
何
か
』
は
､
四
ケ
月
に
及
ぶ
ア
メ
リ
カ
旅
行
か
ら
帰
国
し

た
1
九
四
七
年
の
初
夏
に
､
ア
メ
リ
カ
の
週
刊
誌
『
フ
ラ
ン
ス
ー
ア
メ
リ
ッ
ク
』

(3)

の
た
め
に
書
か
れ
た
｡
ア
メ
リ
カ
旅
行
の
問
に
､
再
三
､
｢
実
存
主
義
に
つ
い

て
手
短
に
説
明
し
て
-
だ
さ
い
｣
と
言
わ
れ
て
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
は
｣
っ
の

論
説
記
事
で
も
実
存
主
義
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
に
は
不
十
分
と
言
い
な
が
ら

も
､
自
分
の
実
存
主
義
に
つ
い
て
の
考
え
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
の
が
こ
の
作
品

で
あ
る
｡
そ
こ
に
お
け
る
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
の
主
張
を
以
下
に
要
約
す
る
｡

実
存
主
義
は
1
　
つ
の
哲
学
で
あ
り
､
折
口
学
に
対
す
る
そ
の
貢
献
や
､
そ
の
蛋

当
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
専
門
家
に
し
か
で
き
な
い
が
､
専
門
家
で
は
な

い
人
々
が
実
存
主
義
に
関
心
を
持
つ
に
は
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
｡
そ
の
理
由
と

は
､
実
存
主
義
は
も
っ
と
も
厳
格
な
理
論
的
基
盤
に
基
づ
-
が
､
当
時
の
世
界

で
生
じ
て
い
た
諸
問
題
に
対
す
る
実
践
的
な
'
生
き
生
き
と
し
た
態
度
で
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
の
賛
同
を
得
て
い
た
の
は
､
キ
リ
ス
ト
教
と
実

存
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
ニ
ー
ズ
に
応
え

て
い
た
｡
そ
の
ニ
ー
ズ
と
は
'
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
､
個
人

は
苦
悩
し
っ
つ
､
ひ
っ
-
り
返
っ
て
し
ま
っ
た
世
界
の
中
で
自
分
の
居
場
所
を

見
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

キ
-
ス
ト
教
は
内
面
性
を
重
視
し
､
マ
ル
ク
ス
主
義
は
世
界
の
客
観
的
現
実

シ
モ
ー
ヌ
･
ド
･
ポ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
と
実
存
主
義

と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
｡
実
存
主
義
は
内
部
と
外
部
､
主
観
と
客
観
の
対

立
を
乗
り
越
え
る
｡
実
存
主
義
は
､
す
べ
て
の
意
味
と
す
べ
て
の
意
見
(
c
o
†

o
r
s
)
　
の
源
泉
お
よ
び
存
在
理
由
と
し
て
の
個
人
の
価
値
を
前
提
と
す
る
が
､

個
人
は
世
界
へ
の
関
与
を
通
し
て
の
み
現
実
を
得
る
と
主
張
す
る
｡
人
間
の
仕

事
は
､
世
界
に
意
味
を
与
え
な
が
ら
､
世
界
を
形
作
る
こ
と
で
あ
る
｡

6
.
『
第
二
の
性
　
(
1
9
4
9
)
』

『
第
二
の
性
』
　
の
序
文
に
お
い
て
'
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
女
性
論
を
展
開
す

る
に
あ
た
っ
て
　
｢
採
用
す
る
観
点
は
実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
の
そ
れ
で
あ
る

(3)

(
D
S
I
∽
-
＼
∽
∽
)
｣
と
言
い
､
そ
れ
に
続
い
て
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

す
べ
て
の
主
体
は
投
企
を
介
し
て
超
越
と
し
て
自
己
を
具
体
的
に
立
て
る
｡

主
体
は
そ
の
自
由
を
､
自
ら
の
､
他
の
自
由
に
向
か
う
絶
え
ざ
る
乗
り
越

え
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
実
現
し
な
い
｡
無
限
に
開
か
れ
た
未
来
に
向
か
っ

て
自
己
を
広
げ
て
い
-
以
外
に
､
現
在
の
実
存
は
正
当
化
さ
れ
な
い
｡
超

越
が
内
在
へ
と
後
退
す
る
た
び
に
､
実
存
は
《
即
日
》
　
へ
､
自
由
は
事
実

性
へ
と
堕
落
す
る
｡
こ
の
転
落
は
､
も
し
主
体
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
､
倫
理
的
な
誤
り
で
あ
り
､
も
し
主
体
に
科
さ
れ
て
い
る
な
ら

ば
､
欲
求
不
満
と
抑
圧
の
形
態
を
取
る
が
､
ど
ち
ら
の
場
合
も
､
絶
対
的

な
悪
で
あ
る
(
D
S
I
∽
-
＼
∽
∽
)
｡



ま
た
'
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
『
第
二
の
性
』
　
の
　
｢
Ⅰ
事
実
と
神
話
､
第
一
部

宿
命
'
第
三
章
史
的
唯
物
論
の
見
解
｣
　
で
次
の
よ
う
に
述
べ
･
て
い
る
｡

女
を
探
求
し
て
い
く
う
え
で
､
私
た
ち
は
生
物
学
､
精
神
分
析
､
史
的
唯

物
論
の
も
た
ら
し
た
功
績
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
｡
た
だ
私
た
ち
は
､

身
体
も
'
性
生
活
も
､
技
術
も
､
人
間
が
自
分
の
実
存
の
全
体
的
な
展
望

の
な
か
で
把
握
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
､
人
間
に
と
っ
て
具
体
的
な
意
味

を
お
び
る
の
だ
と
考
え
る
　
(
D
S
I
1
0
4
/
1
0
7
)
-

7
.
結
論

『
実
存
主
義
と
は
な
に
か
』
　
に
お
い
て
､
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
自
身
も
言
っ
て

い
る
よ
う
に
､
実
存
主
義
は
も
っ
と
も
厳
格
な
理
論
的
基
盤
に
基
づ
-
と
同
時

に
'
当
時
の
世
界
で
生
じ
て
い
た
諸
問
題
に
対
す
る
実
践
的
な
'
生
き
生
き
と

し
た
態
度
で
も
あ
っ
た
｡

私
は
､
こ
の
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
の
分
類
に
従
っ
て
､
実
存
主
義
を
理
論
と
し

て
の
実
存
主
義
と
実
践
と
し
て
の
実
存
主
義
に
､
言
い
換
え
る
と
'
｢
現
象
学

的
実
存
主
義
｣
と
｢
実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
｣
　
に
分
け
る
と
､
問
題
が
整
理
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡
戦
後
に
実
存
主
義
に
対
し
て
な
さ
れ
た
総

攻
撃
は
｢
現
象
学
的
実
存
主
義
｣
と
｢
実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
｣
を
混
同
し
た
た

め
に
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

第
六
節
『
第
二
の
性
』
で
挙
げ
た
二
つ
の
引
用
文
の
う
ち
､
前
者
は
｢
実
存

二
〇

主
義
の
モ
ラ
ル
｣
　
に
'
後
者
は
　
｢
現
象
学
的
実
存
主
義
｣
　
に
関
わ
る
が
､
『
第

二
の
性
』
を
書
い
て
い
た
時
点
で
､
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
こ
れ
ら
二
つ
を
分
け

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
疑
問
は
､
今
後
『
第
二
の
性
』
を
読
む
際
の
新
た

な
視
点
と
な
る
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
こ
れ
ら
二
つ
を
繋
ぐ
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は
､
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
も
､
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
に
お
い
て
も
自
由
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
､
前
述
の
よ
う
に
､
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
自
由
の
二
つ
の
側
面

を
区
別
し
て
い
る
｡
1
万
は
､
す
べ
て
の
人
に
等
し
-
全
面
的
に
与
え
ら
れ
て

い
る
自
由
で
あ
り
､
他
方
は
'
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
て
異
な
る
自
由
で

あ
る
｡
前
者
は
サ
ル
ト
ル
の
　
｢
意
識
の
現
象
学
｣
か
ら
見
え
て
-
る
自
由
で
あ

り
､
そ
れ
に
対
し
て
､
後
者
は
｢
体
験
の
現
象
学
｣
か
ら
見
え
て
く
る
自
由
で

あ
ろ
う
｡
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
-
ル
は
前
者
を
認
め
つ
つ
も
､
後
者
の
立
場
に
立
つ
こ

と
で
､
『
第
二
の
性
』
を
書
-
こ
と
が
で
き
た
の
だ
｡

し
た
が
っ
て
､
実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
は
す
べ
て
の
人
に
体
験
の
レ
ベ
ル
で
の

自
由
を
保
証
す
る
よ
う
な
モ
ラ
ル
に
な
る
だ
ろ
う
｡
ボ
ー
グ
ォ
ワ
-
ル
は
『
ピ

-
ウ
ス
と
シ
ネ
ア
ス
』
　
で
､
｢
わ
た
し
た
ち
の
自
由
は
､
一
つ
の
ア
ー
チ
を
形

作
る
複
数
の
石
の
よ
う
に
､
互
い
に
支
え
合
っ
て
あ
っ
て
い
る
｣
と
言
っ
て
い

る
｡
そ
し
て
､
こ
の
支
え
合
い
の
根
底
に
あ
る
の
は
相
互
承
認
で
あ
る
｡

実
は
､
『
第
二
の
性
』
も
相
互
承
認
へ
の
呼
び
か
け
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い

る
｡

女
を
解
放
す
る
こ
と
は
'
女
が
男
と
の
問
で
保
っ
て
い
る
関
係
の
う
ち
に



女
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
を
こ
ぼ
む
こ
と
で
あ
り
､
こ
の
関
係
を
否
定
す
る

こ
と
で
は
な
い
｡
た
と
え
､
女
が
自
分
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
に
し
て

も
､
や
は
り
男
に
と
っ
て
も
存
在
し
て
い
る
の
だ
｡
主
体
と
し
て
相
互
に

承
認
し
な
が
ら
も
､
そ
れ
ぞ
れ
は
他
方
に
と
っ
て
は
ひ
と
り
の
他
者
で
あ

り
つ
づ
け
る
｡
男
女
の
関
係
の
相
互
性
は
､
人
間
が
二
つ
の
切
り
離
さ
れ

た
カ
テ
ゴ
-
ー
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
､
欲
望
､
所
有
､

愛
､
夢
､
冒
険
と
い
っ
た
奇
跡
を
消
し
去
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
　
C
D
S
I
I

'';.-)
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最
後
の
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学
者
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政
大
学
出
版
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本
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で
は
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〇
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二
年
版
を
使
用
し
た
｡
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本
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一
九
四
四
年
版
と
二
〇
〇
三
年
版
を
使
用
し
た
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本
論
で
は
一
九
九
八
年
版
を
使
用
し
た
O
引
用
箇
所
は
1
九
九
八
年
版
の
p
.
6
0
.

日
本
で
は
『
あ
る
戦
後
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
た
｡
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『
実
存
主
義
と
民
衆
の
知
恵
』
は
､
1
九
四

八
年
に
'
『
倫
理
的
理
想
主
義
と
政
治
的
現
実
主
義
』
､
『
文
学
と
形
而
上
学
』
､
『
目
に

は
目
を
』
と
と
も
に
､
1
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
O
　
本
論
で
は
､
1
九
四
八
年
に

N
a
g
e
l
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
版
を
使
用
し
た
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f
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八
年
版
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し
た
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