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一

は
じ
め
に

　

シ
オ
ラ
ン
（Em

il Cioran, E.M
.Cioran, 1911-1995

）
は
体
系
的
な
思
想

家
と
は
言
え
な
い
。
彼
の
著
作
は
エ
ッ
セ
イ
と
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
で
構
成
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
形
式
の
下
で
表
現
さ
れ
る
思
想
は
し
ば
し
ば
矛
盾
し
た
様
相
を

呈
し
、
一
見
す
る
と
一
貫
し
た
思
想
が
あ
る
の
か
さ
え
怪
し
く
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
一
九
六
四
年
の
著
作
『
時
間
へ
の
失
墜
』（La 

chute dans le tem
ps

）
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

も
し
神
が
み
ず
か
ら
を
「
在
り
て
在
る
も
の
」（celui qui est

）
と
示

す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、人
間
は
「
在

ら
ぬ
も
の
」（celui qui n ’est pas

）
と
み
ず
か
ら
を
規
定
す
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
ま
さ
に
こ
の
存
在
の
欠
如
、
こ
の
不
足
こ
そ
、
そ
の
反
動
に

よ
っ
て
人
間
の
尊
大
さ
を
掻
き
立
て
、
反
抗
へ
、
あ
る
い
は
残
酷
さ
へ
と
、

人
間
を
そ
そ
の
か
す
の
だ
）
1
（

。

　

こ
こ
で
は
人
間
の
「
存
在
」
の
欠
如
お
よ
び
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
悪
へ
の

傾
向
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
５
年
後
、
一
九
六
九
年
『
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル

ゴ
ス
）
2
（

』（Le m
auvais dém

iurge

）
で
は
、
そ
の
反
対
の
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
る
。

　

す
べ
て
の
腐
敗
し
や
す
い
も
の
を
│
│
す
な
わ
ち
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
す
べ
て
の
も
の
を
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
例
外
な
く
悪
が
支
配
し
て

い
る
以
上
、
悪
に
は
善
よ
り
存
在
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
い
や
存

在
の
一
片
す
ら
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
馬
鹿

げ
た
試
み
で
あ
る
）
3
（

。

　

こ
こ
で
は
「
存
在
」
は
す
な
わ
ち
悪
の
源
泉
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

人
間
の
存
在
は
満
ち
溢
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
悪
に
向
か
う
の
で
あ
り
、
ど
こ
に

生
き
る
知
恵
と
し
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

│
│ 

シ
オ
ラ
ン
に
お
け
る
憎
悪
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム 

│
│

大　

谷　
　
　

崇



一
三
二

も
欠
如
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
矛
盾
し
た
言
明
を
ど
う
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ
う

か
。

　

ひ
と
ま
ず
、『
時
間
へ
の
失
墜
』
に
お
い
て
は
、
悪
は
存
在
（
善
）
の
欠
如

で
あ
る
と
い
う
伝
統
的
図
式
を
採
っ
て
お
り
、『
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
』
で
は
、

存
在
を
悪
と
す
る
グ
ノ
ー
シ
ス
思
想
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
人
間
が
悪
に
向
か
う
事
態
も
い
ず
れ
の
場
合
で
も
同
一
で
あ

る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
存
在
と
は
善
な
の
か
悪
な
の
か

と
い
う
問
い
に
択
一
的
に
答
え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
言
え
る
の
は
、
彼
は
ど

ち
ら
の
立
場
も
と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
限
ら
ず
彼
は
こ
の

よ
う
な
立
場
を
転
換
し
続
け
る
）
4
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
彼
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
的
文
章
が
、
彼
の
言
う
よ
う

に
「
瞬
間
の
真
実
）
5
（

」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
瞬
間
瞬
間
を
切
り
取
っ
て
つ
な

ぎ
合
わ
せ
、
整
合
性
を
も
っ
た
主
張
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可

能
で
は
な
い
。
そ
の
作
業
は
、
土
地
と
土
地
を
結
び
合
わ
せ
る
、
い
わ
ば
「
地

図
」
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
本
論
の
目
的
は
こ
の
ひ
と

つ
の
地
図
を
作
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
地
図
と
い
っ
て
も
、
世
界
地
図
の
よ
う

に
俯
瞰
的
に
一
望
で
き
る
地
図
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
断
片
的
な
地

点
と
地
点
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
街
と
街
と
の
間
に
道
を
作
り
、
進
む
の
が
容
易

な
場
所
と
困
難
な
場
所
を
描
き
出
す
。
こ
の
地
図
に
よ
っ
て
現
れ
る
の
が
彼
の

「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
彼
は
単
な
る
寸
鉄
人
を
刺
す
文

章
家
、「
晩
餐
会
で
引
用
す
る
の
に
適
し
た
「
機
智
」
を
持
つ
作
家
）
6
（

」
で
は
な

い
こ
と
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。

　

本
論
で
扱
う
の
は
彼
の
「
憎
悪
」（haine,

憎
し
み
）
の
観
念
の
変
貌
の
過

程
で
あ
る
。憎
悪
と
い
う
感
情
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、ま
ず
彼
は
自
分
の
「
内

臓
」
か
ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
憎
悪
が
現
れ
る
と
き
、
い
か
な
る
現
象
が
生

じ
る
の
か
、
自
ら
に
い
か
な
る
作
用
を
及
ぼ
す
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

か
ら
始
め
る
。
こ
の
段
階
に
お
け
る
憎
悪
は
、
実
際
に
危
害
（
暴
力
）
を
伴
う

が
、
し
か
し
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
現
実
の
危
害
の
無
用

性
で
あ
る
。
そ
の
と
き
憎
悪
は
、
確
固
と
し
た
対
象
を
持
つ
も
の
か
ら
、「
対

象
を
持
た
な
い
）
7
（

」（sans objet

）
も
の
へ
と
変
貌
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
至
っ

て
は
、
憎
悪
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
的
な
基
盤
に
よ
っ
て
消
滅
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
全
体
と
そ
の
原
動
力
こ
そ
、
本
発
表
で
シ
オ
ラ
ン
の

「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
の
可
能
性

を
考
え
る
上
で
鍵
と
な
り
う
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
ま
ず
憎
悪
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
概
念
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
第
一
段

階
の
憎
悪
、
つ
ま
り
対
象
を
持
つ
憎
悪
を
検
討
す
る
。
次
に
こ
の
第
一
段
階
の

憎
悪
か
ら
第
二
段
階
の
、
対
象
な
き
憎
悪
へ
の
移
行
を
論
じ
、
最
後
の
第
三
段

階
の
憎
悪
│
│
こ
れ
は
す
な
わ
ち
憎
悪
の
消
滅
で
あ
る
が
│
│
に
到
達
す
る
さ

ま
を
論
じ
、
生
を
呪
詛
す
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
、
逆
説
的
に
人
を
生
か
し
め
て
し

ま
う
事
態
に
至
り
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
の
可
能
性
と
あ
り
う
べ
き
道
を
検
討

す
る
こ
と
で
本
発
表
を
終
え
る
。
な
お
、
本
論
は
シ
オ
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
著

作
の
み
に
限
定
し
て
扱
う
）
8
（

。



生
き
る
知
恵
と
し
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

一
三
三

１
．
憎
悪
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム

　

ま
ず
憎
悪
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。
概
し
て
憎
悪
と
は
、
あ
る
対

象
に
損
害
を
与
え
た
い
と
願
う
感
情
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
れ
は
怒
り
と
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
憎

し
み
と
は
友
愛
（philia
）
の
反
対
物
で
あ
る
。
友
愛
は
『
弁
論
術
』
に
お
い
て
、

「
自
分
が
善
い
も
の
だ
と
考
え
る
も
の
ど
も
が
或
る
人
の
も
の
と
な
る
こ
と
を

そ
の
人
の
た
め
に
、
し
か
し
自
分
自
身
の
た
め
に
で
は
な
く
、
欲
す
る
こ
と
）
9
（

」

と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
憎
悪
は
、
自
分
が
悪
い
も
の
だ
と
考
え
る
も
の
が

あ
る
人
に
起
こ
る
の
を
欲
す
る
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
対
し
て

怒
り
は
、「
自
分
自
身
な
り
、
自
分
自
身
に
属
す
る
も
の
の
何
か
な
り
に
対
す

る
明
ら
か
な
軽
視
が
│
│
そ
れ
も
軽
視
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
、

そ
れ
が
原
因
で
生
ず
る
復
讐
へ
の
苦
痛
を
伴
っ
た
欲
求
）
10
（

」
で
あ
る
。
怒
り
と
苦

痛
の
違
い
は
主
に
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
怒
り
は
常
に
個
々
の
も
の
に
関

し
、
憎
し
み
は
類
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
。
怒
り
は
時
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る

が
、
憎
し
み
は
癒
さ
れ
な
い
。
怒
り
が
目
ざ
す
の
は
一
時
的
な
苦
痛
で
あ
る
が
、

憎
し
み
は
恒
久
的
な
禍
で
あ
る
）
11
（

。

　

で
は
シ
オ
ラ
ン
は
怒
り
と
憎
し
み
を
ど
う
区
別
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
彼
は

憎
し
み
に
も
怒
り
に
も
復
讐
の
要
素
を
認
め
る
点
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
相
違

す
る
が
、
こ
れ
は
憎
し
み
の
範
囲
を
拡
張
し
、
敵
対
行
為
全
般
に
広
げ
て
い
る

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
は
憎
し
み
と
怒
り
の
区
別
は
曖
昧
で

あ
る
。
し
か
し
、
怒
り
は
主
に
発
作
的
な
感
情
で
あ
り
）
12
（

、
憎
し
み
は
持
続
的
な

感
情
で
あ
る
と
い
う
違
い
は
シ
オ
ラ
ン
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。
非
難
を

受
け
た
と
き
、「
私
た
ち
は
即
座
に
相
手
を
殴
る
か
、
憎
し
み
（fiel

）
を
磨
き

上
げ
る
か
し
て
相
手
に
報
復
す
る
）
13
（

」。
こ
の
箇
所
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

怒
り
に
即
応
性
が
、
憎
し
み
に
遅
滞
性
と
計
画
性
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の

が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
応
の
区
別
は
認
め
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
怒

り
は
「
長
続
き
し
な
い
」
が
、
憎
し
み
は
「
長
持
ち
す
る
」
の
で
あ
る
）
14
（

。

　

次
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
関
し
て
付
言
し
て
お
こ
う
。
本
論
で
扱
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム

は
、
こ
の
世
界
は
考
え
う
る
な
か
で
最
善
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
、
弁
神
論
的

オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
裏
返
し
│
│
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
は
考
え
う
る
な
か
で
最

悪
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
は
な
い
。
本
論
で
扱
う
の
は
、
こ
の
世
界
や

生
に
否
定
的
評
価
を
下
す
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ

れ
は
こ
の
世
界
や
生
を
嫌
悪
し
、
憎
み
、
呪
い
さ
え
す
る
。
以
下
、
シ
オ
ラ
ン

に
お
い
て
こ
の
憎
悪
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
く
か
を
見

て
い
く
。２

．
対
象
を
も
つ
憎
悪

　

第
一
段
階
の
憎
悪
は
確
固
と
し
た
対
象
を
持
つ
憎
悪
で
あ
る
。
こ
の
対
象
に

当
て
は
ま
る
の
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
で
あ
り
う
る
が
、
も
っ
と
も
多
く

そ
し
て
も
っ
と
も
陳
腐
な
事
例
、
そ
れ
ゆ
え
に
も
っ
と
も
重
大
な
事
例
は
人
間

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。「
石
こ
ろ
は
虐
殺
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
の
だ
。
で
は
、



一
三
四

人
間
を
憎
悪
す
る
と
い
う
の
は
い
か
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
憎
し
み
は
悪
意
・

敵
意
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
段
階
の
憎
し
み
と
は
、「
こ
の
」

私
、
個
々
人
か
ら
出
発
し
て
、
あ
る
人
物
に
物
理
的
・
精
神
的
に
損
害
を
与
え

た
い
と
願
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
き
に
殺
害
の
意
志
に
い
た
る
ま
で
膨
れ

あ
が
る
。
典
型
的
な
例
は
復
讐
で
あ
ろ
う
。
憎
し
み
は
復
讐
の
原
動
力
と
な
り
、

敵
対
者
へ
の
攻
撃
の
念
を
絶
え
ず
掻
き
立
て
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
殴
り
合
っ
た
り
殺
し
合
っ
た
り
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
太
古
の
祖
先
で
さ
え
、「
た
え
ず
喉
を
裂
き
合
う
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
）
15
（

」
の
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
憎

し
み
を
押
し
殺
し
、
復
讐
の
実
行
を
遅
ら
せ
、
断
念
さ
せ
る
方
へ
と
向
け
さ
せ

る
。
だ
が
怒
り
と
違
い
、
憎
し
み
に
は
持
続
性
が
あ
る
。
抑
圧
す
る
だ
け
で
憎

し
み
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
抑
圧
か
ら
漏
れ
て
く
る

憎
し
み
と
抑
圧
そ
れ
自
体
が
、
個
人
を
責
め
苛
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
苦
し
み

の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
敵
対
者
が
の
う
の
う
と
し
て
い
る
。
自
分
が
臆

病
に
感
じ
ら
れ
る
。
報
復
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
悔
恨
、
等
々
。

　

無
能
か
ら
に
せ
よ
、
機
会
の
欠
如
に
せ
よ
、
ま
た
演
劇
的
な
気
前
の
良

さ
に
よ
る
に
せ
よ
、
敵
の
策
略
に
反
応
し
な
い
人
間
は
、
そ
の
顔
に
、
抑

圧
さ
れ
た
怒
り
の
烙
印
を
、
恥
辱
と
汚
名
の
傷
跡
を
、
許
し
を
与
え
た
と

い
う
不
名
誉
を
刻
ま
れ
て
い
る
。
加
え
な
か
っ
た
平
手
打
ち
は
彼
自
身
に

は
ね
か
え
っ
て
き
て
、
つ
づ
け
さ
ま
に
彼
の
頬
を
打
ち
、
彼
の
臆
病
を
際

立
た
せ
る
）
16
（

。

　

と
は
い
え
、
復
讐
を
し
な
い
こ
と
は
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
シ

オ
ラ
ン
は
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
復
讐
を
し
な
い
と
「
決
心
」
す
る
こ

と
、
そ
れ
は
復
讐
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
復
讐
す
る
こ
と
で
あ
る
）
17
（

。
こ
の
復

讐
は
、
相
手
が
苦
し
ん
で
く
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
成
功
せ
ず
、
対
し
て

復
讐
を
し
な
い
と
決
め
た
側
は
復
讐
を
反
芻
し
、
さ
ら
に
憎
悪
に
汚
れ
る
こ
と

に
な
り
、
自
ら
の
無
力
を
痛
感
す
る
。

　

復
讐
を
し
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
を
半
分
く
ら
い
し
か
喜
ば
せ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
そ
う
し
た
振
る
舞
い
が
、
高
貴
さ
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
、

た
だ
の
臆
病
か
ら
な
の
か
、
決
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
）
18
（

。

　

し
か
し
憎
悪
は
、
敵
対
者
を
害
す
る
こ
と
し
か
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
決
し

て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
憎
悪
は
感
情
で
は
な
く
力
で
あ
り
、

多
様
性
の
要
因
で
あ
っ
て
、「
存
在
」
を
犠
牲
に
し
て
も
ろ
も
ろ
の
存
在
者
を

繁
栄
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
）
19
（

」。
陋
劣
な
感
情
、
と
り
わ
け
「
憎
悪
の
化
学
」
は
、

愛
よ
り
も
は
る
か
に
生
の
「
内
奥
」
に
位
置
し
て
い
る
。
憎
し
み
を
抱
く
者
は
、

ど
う
し
よ
う
も
な
く
生
と
こ
の
世
界
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
生
と
限
り
な
く
一

体
化
し
て
し
ま
う
。
私
が
あ
る
人
間
に
侮
辱
さ
れ
た
と
き
、
表
面
上
は
な
ん
で

も
な
い
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
動
揺
を
隠
そ
う
と
す
る
が
、
実
際
は
恥
辱
に

震
え
、
相
手
に
憎
し
み
を
抱
き
、
そ
の
人
間
と
会
う
と
き
に
つ
ね
に
侮
辱
さ
れ

た
こ
と
を
思
い
出
し
て
緊
張
し
、
ま
た
そ
の
記
憶
に
よ
っ
て
緊
張
を
高
め
る
。
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私
が
最
終
的
に
報
復
を
断
念
す
る
に
せ
よ
、
殴
り
か
か
る
に
せ
よ
、
想
像
上
で

復
讐
を
行
う
に
せ
よ
、
何
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
平
穏
な
状
態
と
比
べ
る
と
大
き

な
違
い
が
あ
る
。
憎
し
み
が
私
を
活
動
的
に
し
、
生
き
生
き
と
さ
せ
る
。
ま
さ

し
く
憎
し
み
は
生
の
活
力
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。
生
の
舞
台
に
お
い
て
う
ま
く

切
り
抜
け
成
功
す
る
た
め
に
は
、
憎
し
み
の
力
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

復
讐
は
、
と
も
あ
れ
「
生
き
る
意
味
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
シ
オ
ラ
ン
に
と
っ
て
憎
し
み
は
生
の
根
幹
に
結
び
つ
い
て
い
る

以
上
、
明
確
で
意
識
的
な
対
立
を
伴
わ
な
く
と
も
、
生
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で

憎
し
み
と
対
立
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
他
者
に
対
す
る
侵
害
行

為
に
な
る
。
問
題
は
彼
の
言
葉
で
い
え
ば
「
絶
対
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。「
た

と
え
思
考
上
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
復
讐
す
る
と
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

ほ
ど
決
定
的
に
、
絶
対
の
手
前
側
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
20
（

」
の
だ
。

ほ
ん
の
少
し
で
も
復
讐
と
憎
悪
と
が
あ
る
か
ぎ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
対
立
を
生

じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
世
は
「
絶
対
」
の
手
前
側
に
位
置
し
続

け
る
で
あ
ろ
う
。

　

私
た
ち
の
精
神
の
未
完
成
を
示
す
否
定
で
き
な
い
証
拠
が
あ
る
。
非
難

に
対
す
る
情
熱
的
な
反
応
の
す
べ
て
と
、
な
ん
ら
か
の
非
難
を
浴
び
た
瞬

間
に
心
に
感
じ
る
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
た
ち
各
人
の
内
部
に
存

在
す
る
古
き
ア
ダ
ム
の
発
す
る
叫
び
で
あ
り
、
私
た
ち
が
い
ま
だ
に
自
ら

の
起
源
を
克
服
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
21
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
第
一
段
階
の
憎
悪
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
憎
し
み
が
生
に
お
い
て
肝
要
な
も
の
で
あ
り
、
憎

し
み
を
絶
や
さ
ず
に
自
ら
を
動
揺
さ
せ
活
動
さ
せ
続
け
る
こ
と
が
問
題
な
ら
ば
、

そ
の
時
実
際
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
生

の
強
壮
剤
」
で
あ
る
憎
し
み
が
生
に
対
し
て
活
力
を
与
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
憎

し
み
が
危
害
を
伴
お
う
が
伴
う
ま
い
が
ど
う
で
も
よ
く
、
そ
し
て
も
し
あ
ら
ゆ

る
行
為
が
侵
害
行
為
な
ら
ば
、
侵
害
の
程
度
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い

は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
、
憎
悪
の
充
満
す
る
世
界
で
一
切
の
暴

力
行
為
は
消
滅
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
憎
悪
は
次
の
段
階

へ
と
移
行
し
て
い
く
。

３
．
対
象
な
き
憎
悪

　

前
節
に
お
け
る
憎
悪
は
、
確
固
た
る
対
象
を
も
つ
憎
悪
、
す
な
わ
ち
敵
対
者

を
打
ち
倒
す
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
仕
向
け
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
活
力
を
与
え

る
よ
う
な
憎
悪
で
あ
っ
た
。
第
二
段
階
の
憎
悪
は
「
対
象
な
き
」
憎
悪
で
あ
る
。

本
節
で
は
こ
の
対
象
な
き
憎
悪
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

ま
ず
こ
の
対
象
の
な
さ
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
い
う
対
象
な
き
憎
悪
と
は
、
対
象
が
な
い
と
い
っ
て
も
、
無
差
別
の
憎
悪
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
憎
悪
が
深
ま
る
な
か
で
、
対
象
が
な
ん
で
も
い
い
、
誰

で
も
い
い
か
ら
傷
つ
け
た
い
と
し
て
、
手
当
た
り
し
だ
い
無
差
別
に
危
害
を
加

え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）
22
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。
対
象
が
な
ん
で
も
い
い
、
と
い
う
の
は
第
一
段
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階
の
憎
悪
か
ら
第
二
段
階
の
憎
悪
へ
と
移
行
す
る
に
際
し
て
の
条
件
で
あ
る
が
、

そ
の
条
件
の
下
に
実
際
の
危
害
が
必
要
な
い
ケ
ー
ス
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
は
、
世
界
呪
詛
、
生
そ
れ
自
体

へ
の
憎
悪
、
す
な
わ
ち
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
を
、
生
を
憎
悪

す
る
と
い
う
の
は
い
か
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
第
一
段
階
の
憎
悪
と
こ
の
第
二

段
階
の
憎
悪
を
区
別
す
る
も
の
は
な
ん
な
の
か
。

　

生
を
憎
悪
す
る
と
は
、
生
に
対
し
て
否
を
唱
え
る
こ
と
、
生
に
対
し
て
復
讐

を
企
て
、
そ
の
消
滅
を
願
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
生
そ
れ
自
体
、
世
界
そ
れ

自
体
と
い
っ
た
抽
象
的
な
も
の
を
、
具
体
的
事
物
の
よ
う
に
破
壊
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
そ
の
点
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
生
に
対
す
る
復
讐
と
な
る
べ
き
も

の
は
当
面
次
の
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
思
考
で
あ
る
。
以
下
で

は
こ
の
思
考
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

思
考
に
お
け
る
憎
悪
、
そ
の
例
と
し
て
彼
の
グ
ノ
ー
シ
ス
的
思
想
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
は
、
現
世
を
悪
し
き

デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
が
創
造
し
た
悪
の
世
界
と
み
な
し
、
そ
れ
に
対
照
さ
せ
て
創
造

を
行
わ
な
い
善
な
る
神
を
置
い
た
二
元
論
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
シ
オ

ラ
ン
も
こ
の
図
式
に
則
り
、
世
界
を
創
造
し
た
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
、
創

造
と
一
切
無
関
係
な
善
な
る
神
を
対
立
さ
せ
る
。
し
か
し
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義

や
そ
の
影
響
を
受
け
た
マ
ニ
教
が
、
人
間
の
魂
の
う
ち
に
善
や
光
の
要
素
を
見

る
の
と
異
な
り
、
シ
オ
ラ
ン
は
人
間
を
徹
底
的
に
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
側
に
引
き

寄
せ
、
人
間
を
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
ま
ね
び
を
行
っ
た
存
在
と
み
な
し
、
逆
に
善

な
る
神
を
人
間
と
限
り
な
く
切
り
離
し
て
し
ま
う
）
23
（

。
そ
の
結
果
、
善
な
る
神
は

ま
す
ま
す
人
間
か
ら
遠
の
き
、
人
間
は
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
格
闘
す
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
怨
恨
か
ら
被
造
物
を
創
造
し
、
こ
れ
を
苛
む
と
こ
ろ

の
妬
み
深
い
悪
し
き
神
、
こ
の
神
と
そ
の
創
造
し
た
世
界
を
シ
オ
ラ
ン
は
憎
み
、

呪
い
、
抗
う
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
（
シ
オ
ラ
ン
）
と
悪
し
き
デ
ミ

ウ
ル
ゴ
ス
は
切
り
離
し
が
不
可
能
な
ほ
ど
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
シ
オ
ラ
ン
に
あ
っ
て
は
善
な
る
神
は
人
間
を
救
済
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
な
る
神
は
決
し
て
全
能
で
は
な

い
。
こ
の
世
界
の
創
造
に
善
な
る
神
は
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
善
な

る
神
は
こ
の
世
界
に
及
ぼ
す
力
を
ま
っ
た
く
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
創
造
と

力
と
を
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
振
り
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
な
る
神
は

非
生
産
性
、
非
創
造
性
の
し
る
し
を
帯
び
、
こ
の
世
界
か
ら
無
縁
の
も
の
と
な

る
。
前
述
し
た
シ
オ
ラ
ン
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
絶
対
」
の
場
に
位
置
す
る
善
な

る
神
は
、
絶
対
的
に
善
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
世
に
介
入
し
人
々
を
救
済
す
る

力
を
持
た
な
い
。
救
済
は
最
初
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
）
24
（

。

　

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
救
済
が
奪
わ
れ
て
い
る
以
上
、

人
間
は
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
対
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
憎
み
、
呪
い
な
が
ら
生
に
耐
え
て
い
く
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
憎
悪
に

よ
っ
て
生
は
力
を
得
る
の
で
あ
る
。
無
気
力
に
落
ち
込
ま
ず
に
人
間
が
向
か
っ

て
い
く
先
は
、生
、存
在
そ
れ
自
体
の
抹
殺
で
あ
る
。第
一
段
階
の
憎
悪
と
違
っ

て
、
世
界
の
あ
る
事
物
を
破
壊
し
た
と
し
て
も
意
味
が
な
い
。
破
壊
す
る
べ
き

な
の
は
生
と
存
在
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
掘
り
崩
す
こ
と
は
思
考
に
よ
っ
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て
し
か
可
能
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ペ
ー
タ
ー
・
ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
は
、
シ
オ
ラ
ン
に
お
い
て
思
考
（D

en-

ken
）
は
感
謝
（D

anken

）
で
は
な
く
復
讐
（Sichrächen

）
で
あ
る
と
述
べ

た
）
25
（

。
い
ま
だ
一
つ
贈
与
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
は
贈
与
者
を
許
し
て
は
な
ら

ず
、“consum

m
atum

 est ”

（
成
し
遂
げ
ら
れ
た
）
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
否

（non

）
を
突
き
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
26
（

。
こ
れ
が
シ
オ
ラ
ン
の
、
復
讐
と

し
て
の
思
考
の
使
命
で
あ
る
。

４
．
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
逆
説

　

し
か
し
、
こ
の
思
考
は
、
復
讐
を
完
遂
で
き
な
い
運
命
に
あ
る
。
そ
し
て
自

ら
が
目
ざ
し
て
い
る
も
の
と
反
対
の
も
の
を
実
現
し
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、

前
述
の
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
例
と
同
様
に
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
自
分
の
憎
ん
で
い
る

も
の
と
分
か
ち
が
た
く
結
合
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
シ
ミ

ズ
ム
は
、
自
分
が
消
滅
さ
せ
た
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
憎
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
を
消
滅
ど
こ
ろ
か
復
活
さ
せ
て
し
ま
う
。
人
が
人
間
で
あ
る
こ
と

を
悔
や
む
と
き
ほ
ど
人
間
に
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
生
を
憎
む
と
き
ほ
ど
、

生
が
生
で
あ
る
と
き
は
な
い
）
27
（

。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
人
を
生
か
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

他
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
損
害
は
無
意
味
に
な
り
、
自
殺
す
ら
不
可
能
に
な
る
。

生
や
存
在
を
掘
り
崩
す
復
讐
と
し
て
の
思
考
は
、
生
き
か
つ
存
在
し
て
い
な
け

れ
ば
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
生
を
呪
う
た
め
に
は
生
き
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
点
で
シ
オ
ラ
ン
は
ま
れ
な
る
一
人
の
詐
欺
師
で
あ
る
こ
と
が
暴

露
さ
れ
る
）
28
（

。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
自
ら
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
彼
を
「
自
分

た
ち
の
生
の
疲
労
の
共
犯
者
、
自
分
た
ち
の
衰
弱
に
同
調
す
る
災
厄
の
予
言

者
）
29
（

」
と
み
な
す
衰
弱
し
た
人
間
た
ち
、
自
殺
す
ら
考
え
て
い
る
者
た
ち
を
ひ
き

つ
け
て
お
き
な
が
ら
、
彼
ら
を
自
殺
で
は
な
く
、
自
殺
の
思
考
へ
と
、
生
と
の

訣
別
で
は
な
く
、
生
へ
の
呪
詛
へ
と
導
き
、
彼
ら
か
ら
自
殺
の
実
行
を
奪
い

取
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
を
生
か
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
）
30
（

。

　

例
を
挙
れ
ば
、『
告
白
と
呪
詛
』（A

veux et anathèm
es

）
に
次
の
よ
う
な

ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

　

こ
の
生
か
ら
自
分
を
葬
り
去
る
の
は
、
生
を
嘲
笑
す
る
喜
び
を
捨
て
る

こ
と
だ
。
こ
れ
が
、
決
着
を
つ
け
る
つ
も
り
だ
と
言
い
に
来
た
人
間
に
、

返
す
こ
と
が
で
き
る
た
っ
た
一
つ
の
答
え
で
あ
る
）
31
（

。

　

こ
の
言
葉
は
、
自
殺
に
傾
き
が
ち
な
人
間
を
生
き
続
け
る
よ
う
に
勇
気
づ
け

る
も
の
だ
。
た
し
か
に
、
こ
こ
で
は
「
た
っ
た
一
つ
の
答
え
」
と
言
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
以
外
の
答
え
で
は
自
殺
に
対
し
て
な
ん
の
意
味
も
な
い
の

で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
答
え
に
効
力
が
な
い
こ
と
を
認
め
る
ほ
ど
に
は
シ
オ
ラ

ン
は
自
殺
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
、
た
っ
た
一
つ
の
言
葉
が
存
在
し
、
そ
し
て

た
っ
た
一
つ
が
あ
る
だ
け
で
充
分
な
の
だ
。
し
か
し
他
方
で
は
、
こ
れ
は
単
な

る
死
に
損
な
い
の
戯
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
世
が
嫌
な
ら
ば
す
ぐ
に
死
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ね
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
答
え
を
支
え
る
も
の
が
、

生
を
嘲
笑
す
る
の
は
こ
の
世
に
い
な
い
と
で
き
な
い
、
こ
の
世
を
呪
う
こ
と
は

こ
の
世
に
い
な
い
と
で
き
な
い
、
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

シ
オ
ラ
ン
は
、
生
と
訣
別
し
た
い
者
が
も
っ
と
も
近
寄
っ
て
は
い
け
な
い
場
所

で
あ
る
。

　

他
方
、
生
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
生
を
耐
え
、
生
に
と
ど
ま
る

た
め
の
技
法
（l ’art de vivre
）
32
（

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ペ
シ

ミ
ズ
ム
は
生
か
ら
離
脱
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
生
を
味
わ
い
尽
く
す
。
憎
し

み
が
生
を
育
み
、
復
讐
と
し
て
の
思
考
が
復
讐
を
完
遂
で
き
な
い
以
上
、
そ
う

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

５
．
憎
悪
の
消
滅
と
復
活

　

前
節
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
第
二
段
階
の
憎
悪
、
す
な
わ
ち
ペ
シ
ミ
ズ
ム

が
人
を
生
に
と
ど
ま
ら
せ
る
か
を
見
て
き
た
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
生
へ

の
憎
悪
が
ま
た
生
を
増
幅
さ
せ
る
循
環
の
状
態
と
な
り
、
生
は
消
滅
せ
ず
、
そ

れ
ゆ
え
憎
悪
も
消
滅
せ
ず
、
脱
出
が
不
可
能
に
見
え
る
。
し
か
し
、
脱
出
回
路

が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
回
路
の
出
発
点
と
な
る
鍵
を
ペ
シ
ミ
ズ

ム
の
な
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
は
、
生
を
呪
い
存
在
を
憎
み
、
憎
悪
を
復
讐
と
し
て
の
思
考

の
う
ち
に
表
し
、
否
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
復
讐
と
し
て
の
思
考
は
、
デ

ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
る
創
造
行
為
│
│
存
在
の
贈
与
に
抗
う
こ
と
を
使
命
と
し
て

い
た
。
そ
の
贈
与
の
最
た
る
も
の
は
生
誕
、
自
分
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
私
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
た
の
か
、「
生
ま
れ
る
と
い
う
の
が
こ
の
男

に
と
っ
て
何
の
役
に
た
っ
た
か
？
）
33
（

」。
シ
オ
ラ
ン
は
こ
う
し
て
「
生
誕
の
災
厄
」

（L
’inconvénient d ’être né

）
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
生
誕
に
対

し
て
否
を
言
う
こ
と
は
、
私
は
生
ま
れ
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
、「
私
は
存
在

す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
）
34
（

」、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
）
35
（

。
こ
の
「
存
在
す
る
べ
き

で
は
な
い
」
と
い
う
否
が
、
憎
悪
の
循
環
か
ら
離
脱
す
る
契
機
に
な
る
の
で
あ

る
。

　

シ
オ
ラ
ン
の
グ
ノ
ー
シ
ス
的
思
想
に
お
い
て
は
、
人
間
は
救
済
を
奪
わ
れ
て

い
た
。
こ
こ
で
も
救
済
は
奪
わ
れ
て
い
る
。
救
済
と
は
そ
も
そ
も
生
ま
れ
な
い

こ
と
、
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
何
も

し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
私
は
自
分
を
責
め
る
）
36
（

」
と
い
う
言
葉
の
お
か
し
さ
に
よ

く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
誕
と
は
す
な
わ
ち
救
済
の
不
可
能
性
を
示
し
て
い

る
。
解
放
は
存
在
し
な
い
。
死
は
解
放
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
死

は
二
次
的
な
も
の
、
付
け
焼
き
刃
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
無

で
あ
り
続
け
る
こ
と
と
、
一
度
有
が
現
れ
、
無
に
移
行
す
る
の
と
に
は
差
異
が

あ
る
。そ
も
そ
も
死
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
は
生
を
嫌
っ

て
い
る
の
で
も
、
死
を
願
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
生
ま
れ
な
け
れ
ば
よ

か
っ
た
の
に
と
思
っ
て
い
る
だ
け
だ
）
37
（

」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　

私
は
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
れ
も
こ
れ
も
、
存
在
す
る
べ
き
で
は
な

い
。
こ
の
段
階
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
第
三
段
階
の
憎
悪
の
定
式
は
、
す
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べ
て
は
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に

至
っ
て
は
も
は
や
憎
悪
は
憎
悪
と
も
呼
べ
な
い
。
憎
悪
も
存
在
す
る
べ
き
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
段
階
の
憎
悪
は
、
憎
悪
の
消
滅
と
い
う
結
果
を
伴
う
。

最
後
の
一
歩
は
、「
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
も
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
シ
オ
ラ
ン
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
無
関
心

へ
の
最
後
の
一
歩
は
、
無
関
心
と
い
う
観
念
そ
れ
自
体
の
破
壊
で
あ
る
）
38
（

」
に
な

る
だ
ろ
う
。
憎
悪
も
生
も
何
か
も
、
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
さ

え
、
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
べ
て
が
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の

だ
か
ら
。
こ
の
い
わ
ば
「
思
考
停
止
」
を
経
て
最
後
に
残
る
の
は
、
裸
の
生
存

の
み
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、
最
後
の
「
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
ペ
シ

ミ
ズ
ム
を
最
後
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
そ
れ
ま
で
の
憎
悪
の
循
環
す
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム

を
最
初
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ょ
う
。
発
展
史
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、

こ
の
最
後
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
ま
で
、
最
初
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

と
と
も
に
シ
オ
ラ
ン
の
な
か
で
並
列
し
て
き
た
。
一
九
七
〇
年
代
に
至
っ
て
、

最
後
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
主
題
が
頻
繁
に
テ
ク
ス
ト
上
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
）
39
（

。

一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
彼
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
か
ら
生
き
生
き
し
た
毒
が
、

す
な
わ
ち
憎
悪
が
し
だ
い
に
姿
を
見
せ
な
く
な
り
、
一
九
八
七
年
の
最
後
の
著

作
『
告
白
と
呪
詛
』
に
至
っ
て
は
、
シ
オ
ラ
ン
の
思
考
と
と
も
に
完
全
に
消
滅

し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
40
（

。

　

シ
オ
ラ
ン
は
憎
悪
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
最

後
の
著
作
に
お
い
て
も
、
ま
だ
何
ご
と
か
が
言
わ
れ
て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ

る
。
そ
し
て
「『
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
』
も
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
」

と
言
う
こ
と
は
、「
無
関
心
へ
の
最
後
の
一
歩
は
、
無
関
心
と
い
う
観
念
そ
れ

自
体
の
破
壊
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
と
同
様
に
、
憎
悪
が
消
え
た
状
態
、
無
関

心
の
状
態
か
ら
で
は
絶
対
に
言
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
生
誕
の

時
点
で
、
存
在
し
な
い
と
い
う
救
済
は
失
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

加
え
て
、
も
し
憎
悪
が
消
え
た
状
態
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
最
後
に
残
っ
た

生
存
に
お
い
て
思
考
し
続
け
る
限
り
、
彼
の
使
命
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。お

わ
り
に

　

こ
う
言
う
の
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
最
後
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
一
切
の
消
滅
を

期
す
と
い
う
点
で
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

シ
オ
ラ
ン
は
終
生
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム
（
す
な
わ
ち
最
初
の
ペ
シ

ミ
ズ
ム
）
の
間
を
動
揺
し
続
け
た
。
彼
は
思
考
の
上
で
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
立
場

を
と
り
続
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
そ

れ
を
阻
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

こ
の
シ
オ
ラ
ン
の
姿
勢
を
て
ぬ
る
い
「
品
の
よ
い
禁
欲
」
に
す
ぎ
な
い
と
し

て
拒
否
す
る
立
場
も
あ
る
。
ウ
ル
リ
ヒ
・
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
、
シ
オ
ラ
ン
は
「
哲

学
的
に
は
終
極
に
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
評
価
す
る
が
、
そ
の
「
禁
欲

的
な
」
姿
勢
に
代
え
て
、
シ
オ
ラ
ン
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
実
現
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
Ａ
Ｂ
Ｃ
兵
器
に
よ
る
地
球
上
の
全
生
命
の
絶
滅
を
提
案
す
る
。
そ
れ
は
ホ
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ル
ス
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
私
は
存
在
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
」
と
い
う
単
な
る
条
件
法
か
ら
、「
私
は
存
在
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

だ
」
と
い
う
完
了
形
へ
の
移
行
で
あ
る
）
41
（

。

　

ホ
ル
ス
ト
マ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
地
球
も
ろ
と
も
全
地
球
上
の
生
命
を
絶
滅

さ
せ
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
な
ん
の
意
味
も
な

い
行
為
で
あ
る
。
宇
宙
で
生
命
体
が
居
住
す
る
唯
一
の
惑
星
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
に
せ
よ
、
一
惑
星
を
滅
ぼ
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
悪
し
き
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
で
し
か
な
い
）
42
（

。
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
め
い
た
計
画
ほ

ど
シ
オ
ラ
ン
と
疎
遠
な
も
の
も
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
人
間
で
あ

る
こ
と
を
悔
や
む
と
き
ほ
ど
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
き
は
な
い
の
で
あ
り
、
全

人
類
の
自
殺
と
い
っ
た
観
念
が
す
で
に
人
間
の
存
在
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
）
43
（

。

い
か
に
人
間
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
、
個
人
の
自
殺
と
同
様
に
、
地
球
上
の

全
生
命
を
巻
き
込
ん
だ
人
類
の
自
殺
は
、
自
殺
の
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
、
そ
の
逃

れ
た
か
っ
た
当
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
44
（

。

　

本
発
表
で
描
い
た
地
図
に
お
い
て
、
最
終
的
に
シ
オ
ラ
ン
は
憎
し
み
の

フ
ィ
ー
ル
ド
へ
と
、
最
初
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
へ
と
帰
還
す
る
。
だ
が
こ
れ
は
、
憎

悪
を
消
滅
さ
せ
る
寸
前
ま
で
到
達
し
、
か
つ
救
済
の
不
可
能
性
を
い
っ
そ
う
自

覚
し
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
。「
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
知
恵
と
、

生
の
原
動
力
と
し
て
の
憎
悪
の
運
動
の
理
解
を
合
わ
せ
も
つ
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

は
、「
生
き
る
知
恵
）
45
（

」
と
し
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
の
可
能
性
を
開
く
も
の

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
シ
オ
ラ
ン
の
思
想
を
、
哲
学
の
伝
統
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
検
討
し
、
新
た
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
の
可
能
性
を
考
察
す
る
と
い
う
の

が
、
本
論
を
終
え
た
上
で
の
次
な
る
課
題
で
あ
る
。

注

（
１
）　

以
下
、
シ
オ
ラ
ン
の
著
作
の
引
用
は
一
九
九
五
年
の
『
著
作
集
』（Œ

uvres

）
に
よ
る
。

引
用
の
際
に
は
書
名
も
付
記
す
る
。
訳
出
に
は
邦
訳
も
参
照
し
た
。La chute dans 

le tem
ps, Œ

uvres, Gallim
ard, 1995, p.1076.

（
２
）　

邦
訳
書
の
タ
イ
ト
ル
は
『
悪
し
き
造
物
主
』。

（
３
）　Le m

auvais dém
iurge, Œ

uvres, p.1170.

（
４
）　

例
え
ば
、『
告
白
と
呪
詛
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
神
は
こ
の
上
な
く
制

約
さ
れ
た
存
在
、
奴
隷
の
な
か
の
奴
隷
、
自
ら
の
属
性
に
、
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ

ろ
の
も
の
（ce qu ’il est

）
に
捕
ら
わ
れ
た
囚
人
で
あ
る
。
人
間
は
ま
っ
た
く
逆
で
、

存
在
せ
ず
（n ’est pas

）、
借
り
物
の
実
存
（existence d ’em

prunt

）
し
か
持
た
ず
、

そ
の
偽
の
実
在
性
（pseudo-realité

）
の
な
か
で
動
き
回
る
と
い
う
点
で
、
い
く
ら

か
の
ゆ
と
り
を
保
持
し
て
い
る
」。A

veux et anathèm
es, Œ

uvres, p.1688.

（
５
）　

Ｊ
・
ワ
イ
ス
『
危
険
を
冒
し
て
書
く
』、
浅
野
敏
夫
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

九
三
年
、
27
頁
。

（
６
）　Patrice Bollon, Cioran, l ’hérétique, Gallim

ard, 1997, p.29.

（
パ
ト
リ
ス
・
ボ

ロ
ン
、『
異
端
者
シ
オ
ラ
ン
』、
金
井
裕
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
二
年
、
18
頁
）

（
７
）　H

istoire et utopie, Œ
uvres, p.991.

（
８
）　

一
般
的
に
シ
オ
ラ
ン
の
著
作
は
ル
ー
マ
ニ
ア
語
の
著
作
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
著
作
に
分

け
ら
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
差
異
は
使
用
さ
れ
る
言
語
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

ス
タ
イ
ル
、
思
考
方
法
、
政
治
的
立
場
に
至
る
ま
で
、
こ
の
二
つ
の
時
期
の
差
異
（
ニ

コ
ラ
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
「
転
回
」（tournant

）
と
呼
ん
で
い
る
。N

icolas Cavail-

lès, Cioran m
algré lui, CN

RS Éditions, 2011, p.21

）
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
そ

れ
だ
け
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
時
代
の
若
き
シ
オ
ラ
ン
の
「
フ
ァ
シ
ズ

ム
参
加
」
と
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
が
、
フ
ラ
ン
ス
時
代
に
ま
で
継
続
し
て
い
る
か
ど
う

か
が
関
連
し
て
く
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
シ
オ
ラ
ン
は
第



生
き
る
知
恵
と
し
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム

一
四
一

二
次
大
戦
終
結
ま
で
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
、
戦
後
ま
も
な
く
か
ら
一
九
八
七
年
の
最
後
の

著
作
『
告
白
と
呪
詛
』
ま
で
フ
ラ
ン
ス
語
で
著
作
活
動
を
行
っ
た
と
言
え
る
が
、
実
情

は
こ
の
よ
う
に
一
刀
両
断
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
彼
は
一
九
四
三
年
の
時
点
に

フ
ラ
ン
ス
語
で
雑
誌
論
文
を
書
い
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
シ
オ
ラ
ン
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド

版
著
作
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。Œ

uvres, Bibliotèque de la pléiade, Gallim
ard, 

2011, pp.1253-1263.

）。
し
か
し
そ
れ
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
詩
人
（
ミ
ハ
イ
・
エ
ミ
ネ
ス

ク
）
と
ル
ー
マ
ニ
ア
語
のdor

と
い
う
語
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
発
表
の
あ

て
は
な
い
に
し
て
も
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
で
引
き
続
き
著
述
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
フ

ラ
ン
ス
語
と
ル
ー
マ
ニ
ア
語
が
両
立
し
て
い
た
中
間
期
間
が
存
在
し
た
。
シ
オ
ラ
ン
自

身
は
対
談
な
ど
で
、
一
九
四
七
年
の
デ
ィ
エ
ッ
プ
近
郊
で
マ
ラ
ル
メ
を
訳
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
こ
の
翻
訳
を
放
棄
し
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
こ
う
と
決
心
し
た
時
が
フ
ラ
ン
ス
語
作

家
と
し
て
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
頻
繁
に
述
べ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
最
終
的
な
き
っ

か
け
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
ま
で
の
４
年
・
５
年
間
の
文
脈
あ
っ
て
の
劇
的
な
出

来
事
で
あ
ろ
う
。
数
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
語
・
ル
ー
マ
ニ
ア
語
の
両
立
状
態
か
ら
、
や
が

て
決
定
的
に
ル
ー
マ
ニ
ア
語
が
放
棄
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
オ
ラ
ン
が
誕
生
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
シ
オ
ラ
ン
と
ル
ー
マ
ニ
ア
の
シ
オ
ラ
ン
│
│
政
治
に
熱

狂
し
て
い
た
時
期
も
含
め
た
│
│
と
の
関
係
を
検
討
す
る
に
際
し
て
鍵
と
な
っ
て
く
る

の
は
、
上
記
の
両
立
し
て
い
た
時
期
、
つ
い
で
ル
ー
マ
ニ
ア
語
を
放
棄
す
る
過
程
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
こ
れ
以
上
展
開
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
後
述
の
注
に

お
い
て
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
本
論
は
シ
オ
ラ
ン
の
思
想
の
発
展
史
的
理
解
と
も
関
連

し
て
い
る
。

（
９
）　1380b36‒1381a2.

（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、『
弁
論
術
』、
山
本
光
雄
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
八
年
、
111
頁
）

（
10
）　1378a31-33.

（
同
書
、
100
頁
）

（
11
）　1382a2-8.

（
同
書
、
115
頁
）

（
12
）　La chute dans le tem

ps, Œ
uvres, pp.1145-1146.

（
13
）　H

istoire et utopie, Œ
uvres, p.1032.

（
14
）　

上
記
の
怒
り
と
憎
し
み
の
違
い
に
関
し
て
彼
の
『
カ
イ
エ
』（Cahiers

）
を
見
て
み

よ
う
。『
カ
イ
エ
』
は
そ
の
名
の
通
り
シ
オ
ラ
ン
が
自
ら
の
日
々
の
考
え
を
不
定
期
に

綴
っ
た
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
で
あ
り
、『
悪
し
き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
』
以
降
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

作
品
は
『
カ
イ
エ
』
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
も
多
い
が
、
そ
の
な
か
に
怒
り
と
憎
し
み
の

違
い
に
関
し
て
、
シ
オ
ラ
ン
自
身
の
興
味
深
い
具
体
例
が
見
ら
れ
る
。
シ
オ
ラ
ン
は
あ

る
日
、
自
分
の
文
学
上
の
運
命
を
考
え
て
憤
怒
の
衝
動
に
か
ら
れ
る
。
だ
が
有
名
に
な

る
こ
と
の
不
都
合
を
考
え
て
怒
り
を
抑
え
、
冷
静
に
な
っ
た
。（Cahiers, Gallim

ard, 

1997, pp.742-743.

）
ま
た
、
新
聞
で
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
を
貶
め
る
記
事
を

読
ん
だ
シ
オ
ラ
ン
は
突
発
的
に
怒
り
を
覚
え
、
記
事
の
筆
者
に
罵
倒
の
手
紙
を
書
く
と

こ
ろ
だ
っ
た
が
、
怒
り
を
い
ま
し
め
る
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
教
え
を
考
え
て
、

怒
り
を
鎮
め
る
。（Ibid., pp.381-382.

）
も
ち
ろ
ん
、
怒
り
は
一
回
で
必
ず
収
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
再
度
吹
き
出
し
て
く
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
度
に
鎮
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
に
対
し
憎
し
み
は
長
期
間
に
渡
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
『
対
談
集
』

（E
ntretiens

）
に
お
い
て
、
第
二
次
大
戦
中
ド
イ
ツ
軍
が
パ
リ
に
入
城
す
る
数
日
前
、

持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
現
金
を
無
駄
に
す
る
の
は
惜
し
い
と
服
屋
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
馬

鹿
馬
鹿
し
く
な
っ
て
買
う
の
を
止
め
よ
う
と
す
る
と
、
店
員
か
ら
罵
倒
さ
れ
た
恨
み
を

40
年
後
に
な
っ
て
も
覚
え
て
い
て
、
罵
倒
し
た
店
員
を
絞
め
殺
し
て
や
り
た
い
と
思
っ

た
と
い
う
。E

ntretiens, Gallim
ard, 1995, pp.84-85.

（
15
）　H

istoire et utopie, Œ
uvres, p.1018.

（
16
）　Ibid., p.1020.

（
17
）　Ibid., p.1019.

（
18
）　A

veux et anathèm
es, Œ

uvres, p.1721.

（
19
）　La chute dans le tem

ps, Œ
uvres, p.1146.

（
20
）　H

istoire et utopie, Œ
uvres, p.1033.

（
21
）　Écartèlem

ent, Œ
uvres, p.1488.

（
22
）　

こ
の
憎
悪
の
空
転
に
つ
い
て
は
、『
崩
壊
概
論
』（Précise de décom

position

）

の
以
下
の
箇
所
参
照
。Précise de décom

position, Œ
uvres, pp.647-649.

（
23
）　Le m

auvais dém
iurge, Œ

uvres, p.1178.

（
24
）　Ibid., pp.1169-1170.
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（
25
）　Peter Sloterdijk, N

icht gerettet. V
ersuche nach H

eidegger, Suhrkam
p, 

2001, p.392.
（
26
）　Ibid., p.391.

（
27
）　La chute dans le tem

ps, Œ
uvres, p.1083.

（
28
）　

こ
こ
で
シ
オ
ラ
ン
の
こ
と
を
「
詐
欺
師
」
呼
ば
わ
り
す
る
の
は
、
思
考
の
上
の
問
題

だ
け
で
な
く
「
形
而
下
」
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
シ
オ
ラ
ン
の
死
後
、
彼
が

70
歳
に
な
っ
て
ま
で
、
40
歳
以
上
年
下
の
ド
イ
ツ
人
女
性
フ
リ
ー
ト
ガ
ル
ト
・
ト
ー
マ

（Friedgard T
hom
a

）
と
│
│
シ
モ
ー
ヌ
・
ブ
エ
（Sim

one Boué

）
と
い
う
生
涯

の
伴
侶
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
│
│
情
熱
的
な
愛
を
交
わ
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
騒
動
を
巻
き
起
こ
し
た
（Friedgard 

T
hom
a, U
m
 nichts in der W

elt. E
ine Liebe von Cioran, W

eidle V
erlag, 

2001

参
照
）。
あ
る
人
は
、「
彼
女
（
フ
リ
ー
ト
ガ
ル
ト
・
ト
ー
マ
）
を
愛
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
シ
オ
ラ
ン
は
自
分
自
身
と
そ
の
伴
侶
（
シ
モ
ー
ヌ
・
ブ
エ
）
を
裏
切
っ
た

だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
哲
学
の
本
質
を
裏
切
っ
た
の
で
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
た
（Cio-

ran, Scrisori c
tre W

olfgang K
raus 1971-1990, H

um
anitas, 2009, p.11

参

照
）。
し
か
し
こ
の
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
は
、
シ
オ
ラ
ン
が
骨
の
髄
ま
で
「
自
己
に
反

す
る
思
考
」（penser contre soi

）
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
彼
に
失
望
す
る
の
は
、
彼
を
一
種
の
現
代
の
聖
者
、
修
道
士
、

解
脱
し
た
仏
教
僧
と
勘
違
い
し
て
い
た
者
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
彼
は
エ
セ
修

行
僧
、
詐
欺
師
の
類
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
者
で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
の
人
物
や
思
想
の
価

値
を
貶
め
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
意
味
で
シ
オ
ラ
ン
が
彼
の
言
う
ニ
ー

チ
ェ
の
姿
と
ほ
ぼ
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
シ
オ
ラ
ン
は
ニ
ー
チ
ェ
の
言

行
不
一
致
を
揶
揄
す
る
が
、
こ
の
言
行
不
一
致
は
シ
オ
ラ
ン
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る

（Cahiers, p.110

参
照
）。
シ
オ
ラ
ン
は
自
ら
の
思
想
を
裏
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら

の
思
想
を
真
正
な
も
の
に
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
自
分
を
ニ
ー
チ
ェ
に

い
っ
そ
う
接
近
さ
せ
た
。

（
29
）　Sylvie Jaudeau, Cioran ou le drenier hom

m
e, José Corti, 1990, pp.14-15.

（
シ
ル
ヴ
ィ
ー
・
ジ
ョ
ド
ー
、『
シ
オ
ラ
ン
あ
る
い
は
最
後
の
人
間
』、
金
井
裕
訳
、
法

政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
、
５
頁
）

（
30
）　

実
際
『
カ
イ
エ
』
や
『
対
談
集
』
に
頻
出
す
る
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
日
常
生
活
で

は
自
殺
の
相
談
を
受
け
る
度
に
自
殺
を
止
め
て
き
た
。『
四
つ
裂
き
の
刑
』（É

cartèle-

m
ent

）
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
私
は
書
物
に
よ
っ
て
自
殺
を
奨
励
し
、

言
葉
に
よ
っ
て
自
殺
回
避
を
奨
励
し
て
い
る
。
最
初
の
場
合
は
哲
学
的
解
決
策
に
関

わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
二
つ
目
の
場
合
は
ひ
と
つ
の
存
在
、
ひ
と
つ
の
声
、
ひ
と

つ
の
嘆
き
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。Écartèlem

ent, Œ
uvres, p.1470.

（
31
）　A

veux et anathèm
es, Œ

uvres, p.1670.

（
32
）　Cahiers, p.839.

（
33
）　D

e l ’inconvénient d ’être né, Œ
uvres, p.1282.

（
34
）　Cahiers, p.820.

（
35
）　A

veux et anathèm
es, Œ

uvres, p.1706.

（
36
）　Cahiers, p.763.

（
37
）　Ibid., p.820.

（
38
）　D

e l ’inconvénient d ’être né, Œ
uvres, p.1383.

（
39
）　

藤
本
拓
也
、「
シ
オ
ラ
ン
の
自
殺
念
慮
と
自
己
受
容
│
│
無
用
性
か
ら
無
名
の
宗
教

性
へ
」、『
死
生
学
研
究
』、
第
15
号
、
二
〇
一
一
年
、
82
│
108
頁
参
照
。
藤
本
は
上
記

の
論
文
で
、
バ
カ
ン
ス
中
の
イ
ビ
サ
で
経
験
し
た
自
殺
未
遂
を
期
に
、
従
来
「
空
虚
感
」

や
「
虚
し
さ
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
き
たvide

と
い
う
言
葉
に
仏
教
的
な
「
空
」
の

意
味
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
自
殺
未
遂
体
験
に
つ

い
て
は
、『
カ
イ
エ
』
な
ら
び
に
イ
ビ
サ
で
の
滞
在
期
間
に
書
か
れ
た
『
カ
イ
エ
・
ド
・

タ
ラ
マ
ン
カ
』（Cahier de T

alam
anca, M

ercure de France, 2000

）
に
そ
の
記

述
が
あ
る
。

（
40
）　

こ
の
発
展
史
的
見
方
に
つ
い
て
は
、
パ
ト
リ
ス
・
ボ
ロ
ン
が
『
異
端
者
シ
オ
ラ
ン
』

に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
ボ
ロ
ン
は
以
下
の
箇
所
で
、
シ
オ
ラ
ン
の
ル
ー
マ
ニ
ア
時
代

か
ら
フ
ラ
ン
ス
時
代
全
体
に
わ
た
っ
て
、
生
気
論
に
対
す
る
懐
疑
論
の
闘
争
を
見
出
し
、

徐
々
に
懐
疑
論
が
優
勢
に
な
っ
て
い
く
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
ル
ー
マ
ニ
ア
時
代
と

フ
ラ
ン
ス
時
代
の
差
異
を
こ
の
生
気
論
の
強
弱
に
求
め
て
い
る
。Bollon, op. cit., 
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pp.155-157

（
ボ
ロ
ン
前
掲
書
、
144
│
146
頁
）
参
照
。
こ
の
主
張
を
と
る
上
で
の
問
題

点
は
、
ボ
ロ
ン
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、『
告
白
と
呪
詛
』
に
お
い
て
も
ま
だ
生

気
論
的
な
考
え
方
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
一
九
六
〇
年
の
『
歴
史

と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（H

istoire et utopie

）
や
一
九
六
四
年
の
『
時
間
へ
の
失
墜
』
に

お
い
て
は
生
気
論
が
復
権
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、『
悪
し

き
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
』
以
降
の
傾
向
に
限
れ
ば
こ
の
主
張
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
41
）　

ウ
ル
リ
ヒ
・
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
、『
人
間
怪
物
論
』、
加
藤
二
郎
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
四
年
、
148
頁
。

（
42
）　

地
球
と
い
う
一
惑
星
に
矮
小
化
せ
ず
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
の
論
理
に
従
っ
て
全
生
命
の

絶
滅
を
期
す
る
な
ら
ば
、
生
命
の
基
盤
そ
の
も
の
の
破
壊
、
す
な
わ
ち
全
宇
宙
の
絶
対

的
消
滅
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
可
能
な

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
シ
オ
ラ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
は
計
画
を
信
じ
て
い

る
点
で
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
も
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
も
な
く
、
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
で
あ
る
。
彼
は

無
が
善
良
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
点
で
過
ち
を
犯
し
て
い
る
。
す
べ
て
が
存
在
す
る
べ

き
で
は
な
い
よ
う
に
、
無
を
信
じ
る
こ
と
も
ま
た
存
在
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
43
）　H

istoire et utopie, Œ
uvres, p.1021.

（
44
）　Le m

auvais dém
iurge, Œ

uvres, p.1203.

（
45
）　

こ
こ
で
言
う
「
知
恵
」
と
は
、
シ
オ
ラ
ン
が
頻
繁
に
参
照
す
る
知
恵
（Sagesse

）、

す
な
わ
ち
古
代
の
ス
ト
ア
派
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
、
仏
教
や
道
教
な
ど
の
叡
智
、
と
は
最

終
的
に
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、
前
者
の
本
文
で
言

及
し
た
シ
オ
ラ
ン
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
知
恵
、
後
者
の
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
や
仏
教
の
知
恵
を

叡
智
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
本
文
の
内
容
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
叡
智
は
最
後
の
ペ

シ
ミ
ズ
ム
に
属
す
る
。
シ
オ
ラ
ン
の
知
恵
は
、
も
と
よ
り
こ
の
叡
智
を
追
求
す
る
も
の

で
あ
り
、
理
論
的
に
は
叡
智
を
包
含
し
て
い
る
が
、
絶
え
ず
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
続
け
る

と
こ
ろ
に
シ
オ
ラ
ン
の
知
恵
の
知
恵
た
る
所
以
が
あ
る
。
叡
智
は
わ
れ
わ
れ
と
世
界
と

を
、
わ
れ
わ
れ
と
わ
れ
わ
れ
自
身
と
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
。（La chute dans 

le tem
ps, Œ

uvres, p.1142.

）
こ
の
和
解
の
失
敗
、
叡
智
の
実
現
の
失
敗
が
シ
オ
ラ

ン
の
知
恵
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
上
記
注
28
と
も
関
連
し
て
い
る
。
注
28
に
お
い

て
述
べ
た
よ
う
に
、
シ
オ
ラ
ン
は
パ
リ
の
屋
根
裏
部
屋
で
祈
る
修
行
僧
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
彼
の
欠
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
失
敗
し
た
修
行
僧
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
し
て
の
知
恵
を
結
晶
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
考
え
る
。
こ
の
知

恵
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

付
記

　
　
　

本
稿
は
平
成
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


