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【
論
文
】

さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏　

あ
る
い
は　

さ
か
し
ま
に
見
る
と
い
う
こ
と

淺　

沼　

圭　

司

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（R

oland  B
arthes, 1915

―1980

）
の
『
テ
ク

ス
ト
の
悦
び
』（Le plaisir du texte, 1973

）
の
あ
る
断
片

（“ B
abel”

）
に
、「
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
」（M

onsieur  Teste  à 
l’ envers

）
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
く
る
。
こ
の
テ
ス
ト
氏
が
ヴ
ァ

レ
リ
（Paul  Valéry, 1871

―1945

）
の
作
り
だ
し
た
人
物
で
あ
る

こ
と
は
、
お
そ
ら
く
た
し
か
だ
が
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
テ
ス
ト
氏
と

は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
バ

ル
ト
は
な
ぜ
テ
ス
ト
氏
を
「
さ
か
し
ま
」
に
し
た
の
だ
ろ
う

―
べ

つ
に
い
う
な
ら
、
さ
か
し
ま
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
に
が
、
ど

の
よ
う
に
か
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。＊

と
こ
ろ
で
、
そ
の
生
き
た
時
期
か
ら
み
て
、
と
い
う
よ
り
そ
の
し

ご
と
の
あ
り
か
た
か
ら
み
て
、
バ
ル
ト
は
典
型
的
な
二
十
世
紀
の
ひ

と
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
二
十
世
紀
も
お
わ
り
に
ち
か
づ

い
た
こ
ろ
、
い
ろ
い
ろ
な
領
域
で
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
い
う
こ
と

ば
を
聞
く
こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
そ
の
意
味
す
る
も
の
を
明
確
に
と

ら
え
る
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま

で
ひ
と
び
と
を
囲
い
こ
ん
で
い
た
「
近
代
」
と
い
う
枠
組
が
ゆ
ら

ぎ
、
そ
し
て
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
そ
の
根
柢
に
あ
っ

た
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
い

わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
」
だ
け
で
は
な
く
、
お
お
く
の
ひ
と

び
と
に
共
通
に
み
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
枠
組
の
崩
壊

を
強
調
し
、
み
ず
か
ら
を
終
焉
し
た
「
近
代
」
の
あ
と
ヽ
ヽ
の

―
あ
た
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ら
し
い

―
時
代
の
先
端
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
に
、「
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ス
ト
」
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
の
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
も
と
も
と
歴
史
と
い

う
も
の
は
、
こ
と
な
っ
た
お
お
く
の
時
代
の
連
鎖
か
ら
な
り
た
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
時
代
で
も
、
そ
の
まヽ

えヽ
の
時
代
の
あ
と
ヽ
ヽ
（
ポ
ス
ト
）
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
し
、
ま
た
ひ

と
つ
の
枠
組
の
ゆ
ら
ぎ
や
崩
壊
は
、
あ
た
ら
し
い
（
あ
と
ヽ
ヽ
の
）
枠
組

を
お
の
ず
か
ら
生
起
さ
せ
る
と
み
る
こ
と
も
、
す
く
な
く
と
も
巨
視

的
な
観
点
か
ら
は
、
可
能
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
近
代
」
と
い
う
枠

組
は
、
そ
の
ま
え
ヽ
ヽ
の
時
代
（
前
近
代
）
と
い
う
枠
組
の
ゆ
ら
ぎ
と
崩

壊
の
過
程
で
生
じ
た
混
乱
に
対
応
す
る
、
ひ
と
び
と
の
認
識
の
う
ご

き
あ
る
い
は
ふ
る
ま
い
を
と
お
し
て
、
お
の
ず
と
生
じ
た
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
枠
組
の
ゆ
ら
ぎ
と
崩
壊
の
様
相
は
、
つ
ね
に
お
な
じ

な
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
応
じ
て
、
こ
と
な
っ

た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
ゆ
ら
ぎ
と
崩
壊
に
よ
っ
て
生
じ
る
混
乱

の
度
合
や
、
そ
れ
へ
の
対
処
の
し
か
た

―
あ
る
い
は
あ
た
ら
し
い

「
秩
序
」
の
生
成
の
あ
り
か
た

―
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

こ
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、「
近
代
」

と
い
う
時
代
（
枠
組
）
の
そ
と
へ
出
よ
う
と
し
た
、
あ
る
い
は
そ
と

に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
あ

り
か
た
が

―
す
く
な
く
と
も
そ
の
方
位
が

―
、
結
局
は
「
近

代
」
の
あ
り
か
た
に
よ
る
制
約
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
、
あ
る
時
代
の
特
色
を
、
前
代
の
ゆ
ら
ぎ
と

崩
壊
の
も
た
ら
し
た
混
乱
と
、
そ
れ
へ
の
対
処
の
し
か
た
に
み
る
こ

と
が
可
能
な
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
二
十
世

紀
の
末
葉
に
生
き
て
い
た
ひ
と
び
と
は
、
な
ん
ら
か
の
し
か
た
で

―
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
、
あ
る
い
は
、
み
ず
か
ら
の
位
置

を
、
す
で
に
そ
の
枠
組
の
そ
と
（
あ
と
）
に
あ
る
と
す
る
か
、
な
お

そ
の
枠
組
の
な
か
に
あ
る
と
す
る
か
、
そ
れ
ら
の
こ
と
に
は
か
か
わ

り
な
く

―
、「
近
代
」
と
い
う
時
代
が
お
お
き
く
ゆ
ら
い
で
い
る

と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
べ
つ
に
い
う
な
ら
、

ひ
と
び
と
は
「
近
代
」
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
し
か

た
で
の
反
省
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。
二
十
世
紀
末
葉
、「
近
代
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
と
し
て

「
自
省
期
」
に
は
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
そ
し
て
そ
の
「
自
省
」

は
、
い
ま
な
お
つ
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
明
確
に
、
そ
し
て
簡
潔
に
記
述

す
る
こ
と
な
ど
、
到
底
不
可
能
と
い
う
し
か
な
い
が
、
ア
ウ
エ
ル

バ
ッ
ハ
（E

rich  A
uerbach, 1892

―1957

）
が
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
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（M
im

esis D
argestellte W

irklichkeit in der abendländlichen 

Literatur, 1946

）
の
な
か
で
お
こ
な
っ
て
い
る
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

（M
ichel  E

yquem
  de  M

ontaigne, 1533

―1592

）
に
つ
い
て
の
記

述
は
、
あ
る
意
味
で
は
ひ
と
つ
の
枠
組
（
時
代
）、
お
そ
ら
く
は

「
近
代
」
の
ま
え
ヽ
ヽ
の
枠
組
が
ゆ
ら
ぎ
、
そ
し
て
そ
の
混
沌
の
な
か
か

ら
、
あ
と
ヽ
ヽ
の
、
お
そ
ら
く
は
「
近
代
」
と
い
う
枠
組
が
か
た
ち
づ
く

ら
れ
る
あ
り
さ
ま

―
あ
る
意
味
で
は
「
近
代
人
」
の
誕
生
す
る
あ

り
さ
ま

―
を
描
き
だ
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
と

り
あ
え
ず
可
能
な
ひ
と
つ
の
方
策
と
し
て
、
そ
こ
に
手
が
か
り
を
も

と
め
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
て
み
た
い
。

＊

「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
表
象
の
枠
組
か
ら
の
解
放
は
、
モ
ン
テ
ー

ニ
ュ
を
、
そ
の
古
代
文
化
に
関
す
る
詳
細
な
、
し
か
も
た
え
ず
は
ぐ

く
ま
れ
つ
づ
け
て
い
た
知
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
ケ
ロ
や
プ
ル
タ

ル
コ
ス
の
時
代
に
か
れ
と
お
な
じ
よ
う
な
ひ
と
が
お
か
れ
て
い
た
状

況
や
考
え
か
た
に
は
、
け
っ
し
て
つ
れ
も
ど
し
は
し
な
か
っ
た
。
か

れ
が
獲
得
し
た
自
由
は
、
は
る
か
に
刺
激
的
で
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

で
、
た
し
か
な
も
の
は
な
に
も
な
い
と
い
う
感
情
と
結
び
つ
い
て
い

た
。
現
象
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
ま
で
の
氾
濫
が
、
ま
ず
そ
の
目
を

と
ら
え
、
か
れ
を
圧
倒
す
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
世
界
は
、
外
と
内

と
を
問
わ
ず
、
巨
大
で
、
は
て
し
な
く
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
な
か
に
、
た
だ
し
い
道
筋
を

見
い
だ
す
こ
と
は
、
実
現
し
が
た
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、

し
か
し
ま
た
緊
急
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。［
…
…
］
か
れ
は
、
同
時

代
人
の
だ
れ
よ
り
も
明
確
に
、
人
間
の
自
己
定
位
と
い
う
問
題
を
と

ら
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
た
し
か
な
支
え
も
な
し
に
、

生
存
に
お
い
て
こ
こ
ろ
よ
さ
を
作
り
だ
す
と
い
う
課
題
だ
っ
た
。（（
（

」

【「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
表
象
の
枠
組
」（die  christlichen 

R
ahm

envorstellungen

）

―
こ
こ
で
い
う
「
表
象
の
枠
組
」
と

は
、
そ
の
な
か
に
生
存
す
る
ひ
と
び
と
の
表
象
（
世
界
認
識
）
の
あ

り
か
た
を
特
定
の
方
位
に
制
約
（
規
制
）
す
る
枠
組
、
あ
る
い
は
そ

の
よ
う
な
枠
組
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
表
象
（
世
界
認
識
）
の
あ
り

か
た
を
さ
す
の
だ
ろ
う
が
、
な
か
で
も
、
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在

に
根
拠
を
お
く
キ
リ
ス
ト
教
的
な
枠
組
か
ら
の
表
象
へ
の
制
約
は
、

き
わ
め
て
強
度
な

―
あ
る
意
味
で
は
絶
対
的
と
も
い
う
べ
き

―

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
あ
り
か
た
を
す
べ
て
否
定
す
る
も
の

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
キ
ケ
ロ
」（C

icero

）

―M
arcus 

T
ullius  C

icero （106 B
C.

―43 B
C.

）。「
プ
ル
タ
ル
コ
ス
」（Plutarch

）



82

―Λ
ούκιος Μ

έστριος Π
λούτα

ρχος 

（46 

―120

）。「
生
存
に
お

い
て
こ
こ
ろ
よ
さ
を
作
り
だ
す
」（in  der  E

xistenz  W
ohnlichkeit 

zu  schaffen
）

―
「
生
存
に
お
け
る
こ
こ
ろ
よ
さ
」
と
は
、
自
分

を
と
り
か
こ
む
世
界
（die  U

m
- w
elt

）
が
、
自
分
に
た
い
し
て
調

和
の
と
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
、
べ
つ
に
い
え
ば
、
自
己
の
認

識
に
か
な
っ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
。】

「
神
」
と
い
う
超
越
的
、
絶
対
的
な
存
在
を
原
理
と
す
る
世
界

（
枠
組
）
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
事
物

―
現
象
と
存
在

―
は
、

そ
の
世
界
内
の
位
置
を
あ
ら
か
じ
め
絶
対
者
た
る
神
に
よ
っ
て
さ
だ

め
ら
れ
（
規
制
さ
れ
）
て
お
り
、
そ
の
位
置
が
う
ご
く
こ
と
は
あ
り

え
な
い

―
ひ
と
び
と
は
だ
か
ら
、
永
遠
に
か
わ
る
こ
と
の
な
い
秩

序
を
も
っ
た
世
界
、
絶
対
的
な
コ
ス
モ
ス
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
が
、
な
ん
ら
か
の
事
由
に
よ
っ

て
ゆ
ら
ぎ
、
消
滅
す
る
…
…
、
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の
住
民
に
と
っ

て
は
、
た
し
か
に
枠
組
＝
制
約
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
自
由
の
獲
得

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
こ
の
枠
組
の
な
か

の
す
べ
て
の
事
物
が
、
さ
だ
め
ら
れ
て
い
た
位
置
を
は
な
れ
て
漂
流

し
は
じ
め
、
や
が
て
は
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
さ
え
も
消
滅
し
て
ゆ
く

こ
と
を
意
味
す
る
。
か
つ
て
の
コ
ス
モ
ス
は
、
こ
う
し
て
カ
オ
ス
に

転
じ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
し
か
し
ひ
と
が
カ
オ
ス
の
な
か
で
生
き
て
ゆ

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
漂
流
す
る
事
物
を
つ
な
ぎ
と
め
、
そ
れ
ら
を

自
分
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
関
係
に
も
た
ら
し
、「
生
存
に
お
け
る

こ
こ
ろ
よ
さ
」
を
み
ず
か
ら
つ
く
り
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

が
、
そ
の
た
め
に
は
、
当
然
、
な
に
も
の
の
力
も
か
り
る
こ
と
な

く
、
自
分
自
身
で
こ
の
カ
オ
ス
の
た
だ
な
か
に
そ
の
位
置
を
さ
だ
め

る
こ
と

―
「
人
間
の
自
己
定
位
」（die  Selbstorientierung  des 

M
enschen

）

―
が
緊
急
の
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
世
界
と
は
、

人
間
に
あ
た
え
ら
れ
、
人
間
を
制
約
す
る
枠
組
な
の
で
は
も
は
や
な

く
、
人
間
が
、
み
ず
か
ら
さ
だ
め
た
位
置
か
ら
つ
く
り
あ
げ
た
、
す

べ
て
の
事
物
の
、
み
ず
か
ら
の
生
存
に
ふ
さ
わ
し
い
関
係
の
総
体
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
ひ
と
び
と
は
、
こ
う
し
て
、
他
者
＝
神
に
よ
っ
て

世
界
の
か
た
す
み
に
そ
の
位
置
を
さ
だ
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
み

ず
か
ら
が
世
界
の
中
心
に
君
臨
す
る
の
だ
ろ
う

―
「
自
己
世
界
」

の
成
立
。

た
え
ま
な
く
変
化
し
、
流
動
し
て
や
ま
な
い
無
数
の
事
物
を
、
み

ず
か
ら
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
関
係
に
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
ひ
と

が
み
ず
か
ら
さ
だ
め
る
位
置
も
ま
た
、
つ
ね
に
変
化
し
、
流
動
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
世
界
は
、
み
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ず
か
ら
の
生
存
に
た
い
す
る
ふ
さ
わ
し
さ
を
た
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
か
ぎ
り
で
同
一
性
を
維
持
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
不
断
に
変
動
す
る
位
置
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
世
界
の

同
一
性
を
保
証
す
る
も
の
、
一
方
で
は
個
別
的
（
個
人
的
）

（personnel

）
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
超
え

て
、
そ
の
意
味
で
は
理
念
的
（idéel

）
で
あ
る
も
の
、
お
そ
ら
く

そ
れ
が
「
人
格
」（la  personnalité

）

―
「
個
人
的
理
念
」

（l’ idée  personnelle

）

―
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
個
人
的
な
原
理
に
も
と
づ
い
た
世
界
が
そ
れ
と
し
て

あ
り
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
無
数
の

―
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
と
な
っ
た

原
理
に
も
と
づ
い
た

―
他
者
の
世
界
と
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で

共
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
共
存
の
根
拠
と
な
る
も

の
、
個
人
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
超
え
な
が
ら
も
、
け
っ
し
て
人
間
的
な
レ

ヴ
ェ
ル
を
は
な
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
「
人
格
」
の
根
柢
に

あ
っ
て
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
も
の
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
「
人
間
性
」

（l’ hum
anité

）

―
「
人
間
的
理
念
」（l’ idée  hum

aine

）

―
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
べ
つ
に
い
う
な
ら
、「
理
念
」
が
超
越
的

な
レ
ヴ
ェ
ル
を
は
な
れ
て
下
降
し
、
総
体
（
類
）
と
し
て
の
人
間

に
、
そ
し
て
個
と
し
て
の
人
間
に
内
在
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
自
己

世
界
の
構
築
の
、
い
わ
ば
前
提
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
自
己
世
界
の
構
築
は
、
自
己
の
そ
と
に
あ
っ
て
変
化
し

流
動
す
る
無
数
の
事
物

―
他
者
と
し
て
の
存
在
と
現
象
の
総
体

―
と
み
ず
か
ら
の
あ
い
だ
に
、
そ
の
も
の
と
し
て
も
流
動
す
る
関

係
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
は
じ
ま
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、

無
数
の
他
者
と
か
か
わ
る
存
在
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
物
理
的
、
身

体
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
つ
ね
に
自

己
を
超
え
て
（
超
越
し
て
）
他
者
を
志
向
す
る
存
在
、
い
う
な
ら
ば

意
識
的
な
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
み
ず
か
ら
さ
だ
め
た
位
置
か

ら
、
他
者
の
総
体
と
の
あ
い
だ
に
調
和
的
関
係
（
自
己
世
界
）
を
つ

く
り
あ
げ
、
そ
の
中
心
に
君
臨
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の

意
味
で
の
意
識
的
存
在
で
あ
り
、
む
し
ろ
意
識
そ
の
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
超
越
的
存
在
に
も
、
ま
た
物
理
的
、
身
体
的
な
存
在
に

も
根
拠
を
も
つ
こ
と
な
く
、
意
識
そ
の
も
の
に
の
み
も
と
づ
く
存

在
、
ひ
た
す
ら
に
思
惟
す
る
存
在
、
そ
れ
が
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
描

き
だ
し
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
よ
っ
て
表
象
（
代
表
）
さ
れ
る
「
近
代

人
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
近
代
に
お
い
て
、
ひ
と
は
神
ゆ
え
に
で
は

な
く
、
ま
さ
に
思
惟
す
る
（
意
識
す
る
）
ゆ
え
に
存
在
す
る
の
だ
ろ

う

―“
cogito  ergo  sum

”

―
。

＊
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問
題
は
、
二
十
世
紀
末
葉
に
生
き
て
い
た
お
お
く
の
ひ
と
び
と

が
、
近
代
的
な
枠
組
＝
世
界
が
ゆ
ら
い
で
い
る
と
感
じ
た
こ
と
、
意

識
的
存
在
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
か
た
に
不
安
を
い
だ
い
て
い
た
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
び
と
は
、
か
つ
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が

遭
遇
し
た
と
お
な
じ
よ
う
な
「
現
象
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
ま
で
の

氾
濫
」
を
目
の
あ
た
り
に
し
、
か
れ
と
お
な
じ
よ
う
な
感
情

―

「
た
し
か
な
も
の
は
な
に
も
な
い
と
い
う
感
情
」

―
に
お
そ
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
。
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
、
コ
ス
モ
ス
の
カ
オ
ス
へ

の
崩
落
の
認
識
と
、
あ
ら
た
な
「
視
点
」
に
よ
る
コ
ス
モ
ス
の
回
復

―
近
代
的
な
視
点
の
根
源
的
な
転
換

―
が
、
こ
こ
で
も
必
須
の

も
の
だ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
く
わ
だ
て
が
な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

な
ん
ら
か
の
理
念
に
根
拠
を
お
く
近
代
的
な
思
考
の
根
源
と
み
な
さ

れ
た
プ
ラ
ト
ン
的
な
思
想
（le  platonism

e

）
を
く
つ
が
え
す
こ
と

―“
renverser  le  platonism

e”

―
、あ
る
い
は
理
念
的
（
観

念
的
）
な
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」（le  signifié

）
の
支
配
か
ら
の
、

感
覚
的
（
感
性
的
）
な
「
意
味
す
る
も
の
」（le  signifiant

）
の
解

放
な
ど
…
…
。
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
普
遍
的
、
理

性
的
な
も
の
に
た
い
す
る
、
個
別
的
、
感
性
的
な
も
の
の
優
位
の
主

張
で
あ
り
、
た
し
か
に
近
代
的
な
枠
組
の
ゆ
ら
ぎ
な
い
し
崩
壊
に
拍

車
を
か
け
た
と
い
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
も
つ
本
来
的
な
否
定
性

―
「
た
し
か
さ
」
の
欠
如

―
の
ゆ
え
に
、
あ
た
ら
し
い

―
そ

の
あ
と
の

ヽ
ヽ
ヽ

―
枠
組
の
構
築
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。

「
近
代
」
と
い
う
枠
組
は
あ
き
ら
か
に
ゆ
ら
ぎ
、
そ
し
て
崩
壊
し

つ
つ
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
か
わ
る
あ
た
ら
し
い
枠
組
は
い
ま
だ
あ

ら
わ
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
ひ
と
び
と
は
、
と
も

か
く
も
「
生
存
に
お
け
る
こ
こ
ろ
よ
さ
」
の
実
現
を
は
か
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
あ
る
ひ
と
び
と
は
、
在
来
の
枠
組
か
ら
出
て

―
そ

の
そ
と
に
身
を
お
き

―
、
そ
の
そ
と

―
あ
と
ヽ
ヽ

―
か
ら
、
み
ず

か
ら
の
ふ
る
ま
い
（
思
索
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
終
焉
（
死
）
を
企
図

す
る
と
と
も
に
、
あ
た
ら
し
い
枠
組
の
到
来
を
ま
つ
だ
ろ
う

―

「
前
衛
（
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
）」
と
よ
ば
れ
る
ひ
と
び
と
。
べ
つ
の

ひ
と
び
と
は
、
枠
組
は
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
も
な
お
完
全
な
崩
壊
に
は
い

た
っ
て
い
な
い
と
信
じ
、
あ
る
い
は
「
い
ま
」
と
い
う
時
点
か
ら
歴

史
を
遡
行
し
て
、
な
お
た
し
か
な
も
の
と
し
て
あ
る
は
ず
の
枠
組
の

な
か
で
想
像
的
に
生
き
る
こ
と
を
こ
こ
ろ
み
る
だ
ろ
う

―
あ
え
て

退
行
的
（rétrogressif

）
な
い
し
回
顧
的
（rétrospectif

）
な
生
を

選
択
し
た
ひ
と
び
と
。

い
ま
芸
術
の
領
域
に
か
ぎ
っ
て
い
う
な
ら
、
二
十
世
紀
は
、
お
お

む
ね
「
前
衛
」
の
時
代
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
美
学
者
ア
ー
サ
ー
・
ダ
ン
ト
ー
（A

rthur 
C
olem

an  D
anto, 1924

―2013

）
が
、「
抽
象
表
現
主
義
（abstract 

expressionism

）」

―
と
い
う
ひ
と
つ
の
、
あ
る
意
味
で
は
極
限

的
な
「
前
衛
運
動
」

―
が
あ
ら
わ
れ
た
一
九
六
〇
年
代
を
も
っ

て
、
芸
術
は
そ
の
死
に
い
た
っ
た
と
考
え
た
の
も（（
（

、
あ
る
意
味
で
は

当
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
律
し
た
文
化
領
域

と
し
て
の
芸
術
の
本
来
的
な
場
は
、
た
し
か
に
近
代
と
い
う
世
界
に

あ
る
と
い
え
る
の
だ
か
ら（（
（

。
し
か
し
、
ダ
ン
ト
ー
の
宣
告
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
芸
術
は
死
な
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
あ
ら
た

な
隆
盛
を
む
か
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
隆
盛
に
は
、
お

そ
ら
く
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
が
お
お
き
く
関
与
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
し

―
媒
介
さ
れ
、
複
製
さ
れ
る
芸
術

―
、
典
型
的
に
は
、
展
覧
会

や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
に
ぎ
わ
い
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う

―
本
来
の
脈
絡
か
ら
き
り
と
ら
れ
、
展
示
さ
れ
る
芸
術

―
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
展
示
さ
れ
（
演
奏
さ
れ
）
る
の
は
、
そ
の

大
部
分
が
「
い
ま
（
現
代
）」
に
お
い
て
あ
た
ら
し
く
制
作
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
か
つ
て

―
ま
さ
に
「
近
代
」
に
お
い
て

―
制

作
さ
れ
た
作
品
な
の
だ
か
ら
、
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
る
の
は
、
回
顧

さ
れ
る
芸
術
、
あ
る
い
は
記
憶
と
し
て
の
芸
術
と
い
う
べ
き
か
も
し

れ
な
い
。

枠
組
の
ゆ
ら
ぎ
と
崩
壊
に
対
応
す
る
「
退
行
的
」
と
「
前
衛
的
」

と
い
う
、
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
態
度
な
い
し
自
己
定
位
。
し
か
し
、

在
来
の
枠
組
を
な
お
た
し
か
な
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
身
を
お
く
こ

と
と
、
そ
れ
を
も
は
や
過
去
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
そ
と
に
出
る
こ

と
の
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
べ
つ
の
態
度
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
バ
ル
ト
の
た
く
み
な
表
現
を
か
り
れ
ば
、
破
壊
的
（
暴
力

的
）
な
縁
と
文
化
の
固
い
縁
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
縁
（deux 

bords

）
の
あ
い
だ
の
深
淵
に
、
み
ず
か
ら
を
宙
づ
り
に
す
る

（suspendre

）
こ
と

―
枠
内
に
と
ど
ま
る
か
、
枠
外
に
出
る
か
と

い
う
判
断
（
選
択
）
を
さ
き
の
ば
し
に
す
る
（suspendre

）
こ
と

―
。（（
（

文
化
と
い
う
固
い
縁
（
既
存
の
枠
組
）
に
安
住
し
、
ひ
た

す
ら
に
変
化
を
拒
否
す
る
「
退
行
的
」
な
態
度
は
べ
つ
に
し
て
、
枠

組
の
ゆ
ら
ぎ
と
崩
壊
に
対
応
す
る
た
め
に
、
枠
組
の
そ
と
に
身
を
お

く
に
し
て
も
、
ふ
た
つ
の
縁
の
は
ざ
ま
に
身
を
宙
づ
り
に
す
る
に
し

て
も
、
い
ず
れ
も
身
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
と

す
れ
ば
問
題
は
、
身
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
な
し
に
、
な
お
枠
組
の

ゆ
ら
ぎ
と
崩
壊
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
べ
つ
に
い
う
な
ら
、
文
化
（
既
存
の
枠
組
）
の
固
い
、
安
全

な
縁
に
身
を
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
べ
つ
の
枠
組
（
よ
そ
ヽ
ヽ
の
世

界
）
を
経
験
す
る

―
す
く
な
く
と
も
そ
れ
を
垣
間
み
る

―
方
策
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は
な
い
の
か
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊

日
本
三
景
の
ひ
と
つ
「
天
橋
立
」
に
は
、「
ま
た
の
ぞ
き
」
と
い

う
風
習
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
の
あ
い
だ
か
ら
の
ぞ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
通
常
の
視
点
か
ら
見
る
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
光
景

が
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
天
橋
立
」
そ
の
も
の

に
は
、
な
ん
の
変
化
も
く
わ
え
ら
れ
ず
、
そ
し
て
見
る
ひ
と
が
そ
の

位
置
を
変
え
た
の
で
も
な
い
。
認
識
さ
れ
る
対
象
の
存
在
や
構
造
な

ど
は
、
い
っ
さ
い
否
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
認
識
主
体
の
あ
り

か
た
に
も
な
ん
ら
の
変
化
も
な
い
の
だ
が
、
視
点
だ
け
が
、
通
常
の

そ
れ
と
は
逆
の

―
さ
か
し
ま
の

―
も
の
に
変
わ
っ
た
だ
け
だ
。

あ
る
意
味
で
は
、
主
体
が
そ
の
視
点

―
見
か
た

―
を
逆
転
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
を
通
常
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
も
の

と
し
て
自
分
自
身
に
た
い
し
て
あ
ら
わ
し
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ

が
、
す
く
な
く
と
も
対
象
が
、
あ
る
い
は
世
界
（
光
景
）
そ
の
も
の

が
、
ま
っ
た
く
べ
つ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と

―
主
体

が
、
既
知
の
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
べ
つ
の
世
界
を
垣
間
み
た
こ
と

―
は
た
し
か
だ
ろ
う（（
（

。
既
存
の
枠
組
の
な
か
で
の
、
視
点
の
転
回

（
逆
転
）
に
よ
る
、
こ
と
な
っ
た
枠
組
（
よ
そ
ヽ
ヽ
の
世
界
）
の
、
一
時

的
か
つ
恣
意
的
な
体
験
。
枠
組
の
そ
と
に
出
る
と
い
う
危
険
を
お
か

す
こ
と
の
な
い
、
こ
と
な
っ
た
（
べ
つ
の
）
枠
組
の
体
験
、
そ
れ
が

「
さ
か
し
ま
に
見
る
」
こ
と
の
も
た
ら
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
「
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
と
ら

え
ら
れ
た
テ
ス
ト
氏
に
ち
が
い
な
い
。
バ
ル
ト
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
の
創

作
し
た
テ
ス
ト
氏
そ
の
も
の
を
い
さ
さ
か
も
変
え
る

―
否
定
す
る

―
こ
と
な
し
に
、
視
点
の
操
作
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
さ
か
し

ま
」
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
し
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
予
測

―
む
し
ろ
憶
測

―
の
も
と
に
、「
さ
か
し

ま
の
テ
ス
ト
氏
」
と
い
う
語
句
を
ふ
く
ん
だ
断
片
に
目
を
む
け
て
み

よ
う
。
参
考
の
た
め
に
ま
ず
原
文
を
あ
げ
、
語
句
に
簡
単
な
説
明
を

く
わ
え
た
う
え
で
、
わ
た
く
し
な
り
の
読
み
を
、
こ
と
ば
を
た
ど
り

な
が
ら
、
こ
こ
ろ
み
た
い
。

B
abel

Fiction  d’ un  individu 

（quelque  M
. Teste  à  l’ envers

）  qui 
abolirait  en  lui  les  barrières,  les  classes,  les  exclusions, 
non  par  syncrétism

e,  m
ais  par  sim

ple  débarras  de  ce  vieux 
spectre:  la contradiction logique;  qui  m

élangerait  tous  les 



87

lan
g
ag

es,  fu
ssen

t- ils  rép
u
tés  in

co
m
p
atib

les;  q
u
i 

supporterait,  m
uet,  toutes  les  accusations  d’ illogism

e, 
d’ infidélité;  qui  restrait  im

passible  devant  l’ ironie  socratique 

（am
ener  l’ autre  au  suprêm

e  opprobre:  se contredire

）  et  la 
terreur  légale 

（com
bien  de  preuves  pénales  fondées  sur 

une  psychologie  de  l’ unité!

）.  C
et  hom

m
e  serait  l’ abjection 

d
e  n

otre  société:  les  trib
u
n
au

x,  l’ école,  l’ asile,  la 
conversation,  en  ferait  un  étranger:  qui  supporte  sans 
honte  la  contradiction?  O

r  ce  contre- héros  existe:  c’ est  le 
lecteur  de  texte,  dans  le  m

om
ent  où  il  prend  son  plaisir. 

A
lors  le  vieux  m

ythe  biblique  se  retourne,  la  confusion  des 
langues  n’ est  plus  une  punition,  le  sujet  accède  à  la 
jouissance  par  la  cohabitation  des  langues,  qui travaillent 
côte à côte:  le  texte  de  plaisir,  c’ est  B

abel  heureuse
（
（
（.

【“ B
abel”

―
バ
ベ
ル
（
バ
ビ
ロ
ン
）
な
い
し
「
バ
ベ
ル
の
塔
」

（『
旧
約
聖
書
』「
創
世
記
11
」）、
巨
大
な
構
築
物
あ
る
い
は
体
系

（
シ
ス
テ
ム
）
さ
ら
に
は
理
解
不
可
能
な
言
語
な
ど
を
意
味
す
る
こ

と
も
あ
る
。“ quelque  M

. Teste  à  l’ envers”

―
「
さ
か
し
ま
の
テ

ス
ト
氏
の
よ
う
な
ひ
と
」、
く
わ
し
く
は
後
述
。“ les  classes”

―

さ
ま
ざ
ま
な
分
類
（le  classem

ent

）
が
も
た
ら
す
も
の
、
階
級
、

階
層
、
等
級
あ
る
い
は
部
類
な
ど
を
意
味
す
る
が
、
ひ
と
つ
の
訳
語

に
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。“ le  débarras”

―
不
要

な
も
の
、
用
ず
み
の
も
の
を
捨
て
る
こ
と
、「
お
払
い
箱
に
す
る
」

こ
と
。“ le  syncrétism

e”

―
一
般
的
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
の

混
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
首
尾
一
貫
し
な
い
混
在
と
い
う
、
や
や

軽
蔑
的
な
意
味
で
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
が
お
お
い
が
、
こ
こ
で
は
、

本
来
混
合
し
て
は
な
ら
な
い
領
域
あ
る
い
は
部
類
な
ど
を
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
あ
る
全
体
に
統
合
す
る
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き

る
。“ la  psychologie  de  l’ unité”

―
首
尾
一
貫
性
の
心
理
学
、

人
間
の
行
動
（
そ
の
原
因
と
し
て
の
心
の
は
た
ら
き
）
は
首
尾
一
貫

す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
か
た
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
考
え
か
た
に

も
と
づ
い
た
心
理
操
作
を
さ
す
と
思
わ
れ
る
。“ l’ abjection”

―

極
端
に
見
さ
げ
、
蔑
視
す
る
こ
と
、
さ
げ
す
み
、
卑い
や

し
む
こ
と
。

“
l’ asile”

―
い
ろ
い
ろ
な
救
済
機
関
や
避
難
所
（
家
庭
内
暴
力
や

ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
被
害
者
を
保
護
す
る
、
い
わ
ゆ
る
シ
ェ
ル
タ
ー

を
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）、
と
く
に
孤
児
、
老
齢
者
な
ど
を
保
護

す
る
施
設
（“ l’ hospice”

救
済
院
）。“ le  contre- héros”

―
反

英
雄
（
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー（（
（

）。

“
la  jouissance”

―
バ
ル
ト
が
「
悦
び
」（le  plaisir

）
と
密

接
に
関
連
さ
せ
て
使
用
す
る
語
で
あ
り
、
あ
る
訳
書
で
は
「
悦
楽
」
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と
い
う
訳
語
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
が（（
（

、“ la  jouissance”

に
は

「
悦
び
」
を
味
わ
い
つ
く
す
、
強
烈
な
「
悦
び
」
を
味
わ
う
と
い
う

意
味
が
あ
り（（
（

、
そ
の
意
味
を
と
っ
て
、「
歓
喜
」
と
い
う
訳
語
を
あ

た
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

―
「
歓
喜
」
と
い
う
語
に

つ
い
て
、『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）』（
小
学
館
）
は
、「
非
常

に
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
。
ま
た
非
常
な
よ
ろ
こ
び
」
と
い
う
意
味
を
あ

げ
、
文
例
と
し
て
「
歓
喜
と
い
う
は
、
歓
は
み
［
身
］
を
よ
ろ
こ
ば

し
む
る
な
り
。
喜
は
こ
こ
ろ
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
る
な
り
」（「
一
念
多

念
文
意
」）
を
あ
げ
て
い
る（10
（

。
な
お
仏
教
用
語
と
し
て
の
「
歓
喜
」

（
か
ん
ぎ
）
は
、
法
（
経
典
）
が
も
た
ら
す
は
げ
し
い

―
出
家
を

決
意
す
る
ほ
ど
の

―
「
悦
び
」（
法
悦
）
を
意
味
す
る
が
、「
法

悦
」
は
「
陶
酔
」
と
い
う
意
味
を
ふ
く
み
も
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で

“
la  jouissance”

の
訳
語
と
し
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
語
は
、“ le  plaisir”
と
と
も
に
、

『
テ
ク
ス
ト
の
悦
び
』
を
と
お
し
て
用
い
ら
れ
る
、
も
っ
と
も
重
要

な
語
（
概
念
）
で
あ
り
、
そ
の
意
味
（
内
実
）
も
、
結
局
は
『
テ
ク

ス
ト
の
悦
び
』
全
体
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
（
規
定
さ
れ
る
）
と

い
う
べ
き
だ
ろ
う
。】

「
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
の
よ
う
な
、
想
像
上
の
人ひ

と物

―
自
分

の
な
か
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
、
階
層
、
排
他
性
を
、
折
衷
主
義

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
論
理
的
な
矛
盾

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
い
う
、
あ
の
ふ
る
び
た
亡

霊
を
お
払
い
箱
に
す
る
だ
け
で
、
消
し
さ
っ
て
し
ま
い
、
あ
ら
ゆ
る

言
語
活
動
を
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
お
た
が
い
に
あ
い
い
れ
な
い
と
思

わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
混
ぜ
こ
ぜ
に
し
、
理
屈
に
あ
わ
な
い
と

か
、
節
操
が
な
い
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
非
難
を
、
な
に
も
い
わ
ず
に
甘

受
し
、（
相
手
の
ひ
と
を
、
自
己
撞
着
に
お
ち
い
る

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
と
い
う
こ
の
う

え
な
い
恥
辱
に
も
た
ら
す
）
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
イ
ロ
ニ
ー
や
、
合
法

的
な
圧
力
（
首
尾
一
貫
性
の
心
理
学
に
根
拠
を
お
い
た
刑
事
上
の
証

拠
が
、
な
ん
と
お
お
い
こ
と
だ
ろ
う
）
を
ま
え
に
し
て
も
、
平
然
と

し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
ひ
と
…
…
．
こ
の
ひ
と
は
、
わ
た

く
し
ど
も
の
社
会
か
ら
は
卑い

や

し
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
法
廷
も
、
学
校

も
、
救
済
施
設
も
、
語
り
あ
い
の
場
も
、
こ
の
ひ
と
を
［
異
形
の
も

の
と
し
て
］
し
め
だ
す
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
こ
の
ひ
と
は
、
矛
盾
を

恥
ず
か
し
げ
も
な
く
受
け
い
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、

こ
ん
な
反ア

ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー

英
雄
が
実
際
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
悦
び
を
お

ぼ
え
て
い
る
と
き
の
、
テ
ク
ス
ト
の
読
者
だ
。
だ
か
ら
、
聖
書
の
ふ

る
い
神
話
は
く
つ
が
え
さ
れ
る
、
言
語
の
混
乱
は
、
も
は
や
懲
罰
で

は
な
く
、
主
体
は
、
と
も
ど
も
に
は
た
ら
く

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
言
語
の
共
存
に
よ
っ

て
、
法
悦
へ
と
ち
か
づ
く
。
悦
び
の
テ
ク
ス
ト
、
そ
れ
は
幸
福
な
バ
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ベ
ル
な
の
だ
。」

＊

「
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
の
よ
う
な
」
…
…
、
こ
の
テ
ス
ト
氏
は
、

ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
が
作
り
だ
し
た
、
く
ぐ
も
っ
た
声
で
、
こ
の
う

え
な
く
早
口
で
話
す
と
い
う
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
人ひ

と物
に
ち
が
い
な

い
。「

か
れ
［
テ
ス
ト
氏
］
は
自
分
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
余
念
の
な

い
ひ
と
で
あ
り
、
わ
れ
と
わ
が
身
を
シ
ス
テ
ム
と
化
し
、
自
由
な
精

神
を
は
ぐ
く
む
た
め
の
、
苛
酷
な
訓
練
に
す
べ
て
を
さ
さ
げ
、
み
ず

か
ら
の
よ
ろ
こ
び
を
、
み
ず
か
ら
の
よ
ろ
こ
び
で
、
も
っ
と
も
よ
わ

い
よ
ろ
こ
び
を
、
も
っ
と
も
つ
よ
い
よ
ろ
こ
び
で
、
抹
殺
す
る
ひ
と

―
も
っ
と
も
甘
美
な
よ
ろ
こ
び
、
は
か
な
い
よ
ろ
こ
び
、
刹
那

の
、
そ
し
て
き
ざ
し
た
ば
か
り
の
よ
ろ
こ
び
を
、
根
源
的
な
よ
ろ
こ

び
、
根
源
的
な
よ
ろ
こ
び
へ
の
の
ぞ
み
に
よ
っ
て
、
抹
殺
す
る
ひ
と

な
の
だ
っ
た
。（11
（

」

「
み
ず
か
ら
の
〈
観
念
〉
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
記
憶
に
よ
っ

て
監
視
さ
れ
、
う
か
が
わ
れ
る
ひ
と
。

＊

あ
き
ら
か
に
か
つ
て
存
在
し
た
精
神
的
な
変
換
装
置
の
な
か
で
、

も
っ
と
も
完
璧
な
も
の
。

＊

狂
気
の
ひ
と
の
対
極
に
あ
る
も
の
（
だ
が
、
変
異

―
自
然
に
お

い
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
変
異

―
が
、
こ
こ
で
は
意
識
さ
れ
て
い

る
）、
と
い
う
も
の
、
分
裂
、
置
換
、
類
似
を
極
限
に
ま
で
も
た
ら

し
な
が
ら
も
、
た
し
か
な
方
向
転
換
と
あ
や
ま
り
の
な
い
操
作
に

よ
っ
て
、
い
つ
で
も
よ
り
ゆ
た
か
に
な
っ
て
た
ち
も
ど
る
か
ら
だ
。

［
…
…
…
…
］

神
は
と
お
く
は
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
ち
か
く
に
あ
る
も
の
だ
。（12
（

」

【「
精
神
的
な
変
換
装
置
（les  transform

ateurs  psychiques

）

―“
le  transform

ateur”

は
、
一
般
的
に
は
変
圧
器
な
い
し
変

換
装
置
を
さ
す
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
テ
ス
ト
氏
が
、
外
界
の
雑
多
な

（
カ
オ
ス
的
な
）
事
象
を
、
そ
の
精
神
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
自

由
に
秩
序
づ
け
る
（
コ
ス
モ
ス
に
変
換
す
る
）
存
在
で
あ
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
と
ら
え
、
あ
え
て
「
精
神
的
な
変
換
装
置
」
と
い

う
訳
を
つ
け
た
。】

理
性
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
認
識
の
法
則
に
よ
っ
て
、
完
全
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
、
そ
し
て
具
体
的
な
世
界
を
も
そ
の
法
則
に
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よ
っ
て
分
類
し
、
支
配
す
る
存
在
、
べ
つ
に
い
う
な
ら
、
カ
オ
ス
的

な
周
囲
世
界
の
た
だ
な
か
に
、
み
ず
か
ら
の
意
志
と
判
断
に
も
と
づ

い
て
位
置
を
さ
だ
め
、
周
囲
世
界
を
論
理
的
（
ロ
ゴ
ス
的
）
に
分
類

し
か
つ
統
合
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
認
識
に
か
な
っ
た
も
の
と
し

て
あ
ら
わ
し
だ
す
存
在
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
テ
ス
ト
氏
な
の
だ
ろ

う
。
あ
れ
こ
れ
贅
言
を
つ
い
や
す
ま
で
も
な
く
、
テ
ス
ト
氏
と
は
、

あ
き
ら
か
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
系
列
に
つ
な
が
る
存
在
、
と
い
う
よ

り
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
系
列
の
は
て
に
位
置
す
る
存
在
に
ほ
か
な
ら

な
い
だ
ろ
う

―
近
代
と
と
も
に
誕
生
し
、
近
代
の
な
か
で
成
長

し
、
成
熟
し
、
や
が
て
そ
の
は
て
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
存
在
。

そ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
氏
を
さ
か
し
ま
に
し
た
よ
う
な
ひ
と
、
自
分

の
な
か
に
あ
る
「
障
壁
、
階
層
、
排
他
性
」
を
、
論
理
的
な
矛
盾
を

お
そ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
根
柢
か
ら
無
意
味
な
も
の
に
す
る
ひ
と

―
自
分
と
は
こ
と
な
っ
た
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
そ
れ
と
し
て
成
立
す
る
領
域
あ
る
い
は
階
層
（
階
級
）
な
ど

を
、
た
め
ら
う
こ
と
な
く
お
払
い
箱
に
す
る
ひ
と
、
そ
れ
が
こ
こ
で

い
わ
れ
て
い
る
想
像
上
の
人
物
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
近
代
と
い

う
枠
組
の
な
か
で
は
、
あ
き
ら
か
に
仮
構
の
世
界
で
し
か
存
在
し
え

な
い
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
観
念
的
（
理
想
的
）
な

―
現
実
に
は
あ

り
え
な
い

―
ひ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
ひ
と
が
な
お
存
在
で

き
る
よ
う
な
場
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
ユ
ー
ト
ピ

ア
」（utopia, ου’

―τόπος

）
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
な
の
だ
ろ
う
か
、
バ

ル
ト
自
身
に
た
ず
ね
て
み
よ
う
。

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
（
フ
ー
リ
エ
流
の
）。
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
世
界
で

は
、
も
は
や
差
異
だ
け
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
の
結
果
、
相
互
に
こ
と

な
る
こ
と
が
、
も
は
や
相
互
に
排
除
し
あ
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。（13
（

」

【
フ
ー
リ
エ
（François  C

harles  M
arie  Fourier, 1772

―1837

）

―
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
そ
の
社
会
思
想
は
、
マ
ル
ク
ス
ら
に

よ
っ
て
、
空
想
的
社
会
主
義
と
よ
ば
れ
た
。
バ
ル
ト
は
し
ば
し
ば

フ
ー
リ
エ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
、
た
と
え
ば
『
サ
ド
、
フ
ー
リ

エ
、
ロ
ヨ
ラ
』（Sade, Fourier, Loyola, 1971

）
な
ど
で
。】

「『
零
度
』
で
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
（
政
治
的
な
）
は
、
社
会
的
な
普

遍
性
と
い
う
か
た
ち
（
素
朴
な
？
）
を
と
っ
て
お
り
、
ま
る
で
、

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
現
在
の
悪
の
正
反
対
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
、

分
割
に
た
い
し
て
は
、
も
っ
と
あ
と
で
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
非
分
割

で
し
か
対
処
で
き
な
い
、
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
あ
の

あ
と
で
、
ま
だ
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
難
問
を
か
か
え

て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
多
元
論
的
な
哲
学
が
、
マ
ス
化
に
敵
対
し
、
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差
異
を
め
ざ
す
、
つ
ま
り
は
フ
ー
リ
エ
主
義
的
な
哲
学
が
う
ま
れ

た
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
（
つ
ね
に
そ
れ
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
て
は
い
る

の
だ
が
）、
そ
の
と
き
、
か
ぎ
り
な
く
細
分
化
さ
れ
た
社
会
を
想
像

す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
分
割
は
、
も
は
や
社
会
的
な

も
の
で
は
な
く
、
だ
か
ら
も
は
や
軋
轢
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な

い
。（14
（

」
【『
零
度
』（Le D

egré Zéro
）

―
バ
ル
ト
初
期
の
著
作
『
零
度

の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』（Le degré zéro de l’écriture, 1953

）。「
マ

ス
化
」（la  m

assification

）

―“
m
asse”

と“
fication”

（
フ

ラ
ン
ス
語
の“

faire”

、
英
語
の“

m
ake”

に
相
当
す
る
ラ
テ
ン
語

“
ficare”

に
起
源
を
も
つ
語
）
を
組
み
あ
わ
せ
た
語
で
、
個
性
あ
る

い
は
個
別
性
を
無
視
し
て
、
お
お
く
の
も
の
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
と
ら
え
、「
マ
ス
化
」
と
い
う
訳
語
を
あ

た
え
た
。】

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
、
差
異
の
な
い
世
界
な
の
で
は
な
く
、
現
実
に

お
い
て
は
差
異
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
排
除
や
軋
轢
が
、
そ
の
実

効
性
を
否
定
さ
れ
た
世
界
な
の
だ
ろ
う
。「
障
壁
」
も
「
階
層
（
階

級
、
部
類
）」
も
、
異
質
な
も
の
を
そ
の
そ
と
に
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
と
し
て
成
立
す
る
。「
階
層
」
は
、
あ
き
ら
か
に

「
分
類
」（le  classem

ent

）
が
も
た
ら
す
も
の
な
の
だ
が
、「
分
類
」

は
、
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
原
理
（
分
類
原
理
）
に
も
と
づ
い
て
お
こ

な
わ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
原
理
は
、
近
代
に
お
い
て
は
、
絶
対
化

さ
れ
た
人
間
の
原
理
、
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
」

―
絶
対

視
（
イ
デ
ア
化
）
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）

―
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
「
論
理
的
（
ロ
ゴ
ス
的
）
な
矛
盾
」
は
、
根

本
的
な
原
理
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
反
価
値
的
な
も
の
と
し
て
、

当
然
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ロ
ゴ
ス
（
理
性
、
論

理
）
と
い
う
原
理
に
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
矛
盾
を
も
排
除
な

い
し
消
去
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
近
代
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
ロ
ゴ

ス
的
活
動
（
言
語
活
動
）
に
要
請
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
要
請
に
、
い
わ
ば
苦
も
な
く
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る

ひ
と
、
テ
ス
ト
氏
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
ひ
と
な
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
の
支
配
あ
る
い
は
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
視

点

―
「
さ
か
し
ま
」
の
視
点

―
か
ら
み
る
な
ら
、
近
代
の
世
界

の
な
か
で
、
ひ
と
び
と
は
「
ロ
ゴ
ス
的
な
矛
盾
」
と
い
う
亡
霊
に
お

び
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
ゴ
ス
的
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う

―
テ
ス
ト
氏
も
お
そ
ら
く
そ
の
例
外
で
は
あ

り
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
亡
霊
を
「
お
払
い
箱
」
に
す
る
こ
と
、
そ

れ
も
「
折
衷
主
義
」
に
よ
る
こ
と
な
し
に
…
…
。
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分
類
な
い
し
領
域
へ
の
分
割
は
、
す
く
な
く
と
も
近
代
に
お
い
て

は
、
絶
対
的
な
原
理
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
原

理
を
無
視
し
て
個
別
的
な
も
の
を
全
体
へ
と
統
合
す
る
こ
と
は
、
も

ち
ろ
ん
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
分
類
な
い
し
領
域
へ
の
分
割

が
、
全
体
の
部
分
へ
の
分
節
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
折
衷

主
義
と
は
、
ロ
ゴ
ス
的
な
原
理
に
よ
る
分
節
以
前
の
、
あ
る
意
味
で

は
カ
オ
ス
的
な
段
階
へ
の
、
ま
さ
し
く
不
合
理
な
回
帰
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
あ
え
て
ロ
ゴ
ス
的
原
理
に
さ
か
ら
う
の
で
は
な
く
、
と
い
っ

て
折
衷
主
義
に
退
行
す
る
の
で
も
な
く
、「
論
理
的
（
ロ
ゴ
ス
的
）

矛
盾
」
を
た
ん
な
る
亡
霊
、
し
か
も
「
ふ
る
び
た
亡
霊
」
と
み
な
す

な
ら
、
そ
れ
に
お
び
え
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
「
お
払

い
箱
」
に
す
る
こ
と
も
、
か
な
ら
ず
し
も
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
近
代
的
な
枠
組
の
そ
と
に
一
挙
に
出
る
の
で
は
な
く
、

な
お
そ
の
枠
組
の
な
か
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
し
か
し
ロ
ゴ
ス
的
な

原
理
の
支
配
を
ま
ぬ
が
れ
た

―
あ
る
意
味
で
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な

―
光
景
を
み
る
こ
と
、
近
代
を
さ
か
し
ま
に
見
る
こ
と
…
…
。

＊

と
こ
ろ
で
「
言
語
活
動
」（le  langage

）
の
根
柢
に
あ
る
「
言

語
」（la  langue

）
は
、
一
般
に
「
文
法
」
と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
、

音
韻
論
、
統
辞
論
、
意
味
論
な
ど
、
も
ろ
も
ろ
の
法
則
（
制
約
）
の

体
系
（le  systèm

e  des  contraintes

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か

ら
、
あ
る
「
言
語
」
と
べ
つ
の
「
言
語
」

―
あ
る
「
言
語
活
動
」

と
べ
つ
の
「
言
語
活
動
」

―
が
混
合
す
る
こ
と
は
、
原
則
的
に
は

あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
言
語
（
ロ
ゴ
ス
）
の
混
合
ほ

ど
「
ロ
ゴ
ス
的
原
理
」
に
反
す
る
こ
と
（
矛
盾
す
る
こ
と
）
は
な

い
。
し
か
し
あ
の
「
亡
霊
」
を
お
払
い
箱
に
し
た
ひ
と

―
さ
か
し

ま
の
テ
ス
ト
氏

―
に
と
っ
て
は
、
言
語
の
混
合
は
も
は
や
矛
盾
と

し
て
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
上
は
、
言
語
の
混
合
の
こ

こ
ろ
み
は
、
ロ
ゴ
ス
的
原
理
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
が
、
逆
に
い
う
な
ら
、
ロ
ゴ
ス
的
原
理
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と

―
そ
れ
を
不
在
と
み
な
す
こ
と

―
に
よ
っ
て
、
言
語
の
混
合
が

可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
メ
ッ
ツ
（C

hristian  M
etz, 1931

―

1993

）
は
、
あ
る
論
文
に
お
い
て
、
映
画
を
「
言
語
の
な
い
言
語
活

動
」（le  langage  sans  langue

）
と
と
ら
え
、
そ
の
こ
と
に
映
画

に
お
け
る
多
様
な

―
音
楽
言
語
、
絵
画
言
語
、
身
体
言
語
そ
し
て

狭
義
の
言
語
な
ど
に
基
礎
を
も
つ

―
言
語
活
動
の
共
存
可
能
の
根

拠
を
も
と
め
よ
う
と
し
た（15
（

。
メ
ッ
ツ
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
べ
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つ
に
し
て
、
映
画
は
、
そ
こ
で
は
、
ロ
ゴ
ス
的
（
近
代
的
）
で
は
な

い
言
語
活
動
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
代
的
な

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
基
礎
と
す
る
映
画
が
、
言
語
活
動
と
し
て
は
近
代

の
枠
組
の
そ
と
に
あ
る
、
こ
れ
は
映
画
の
も
っ
と
も
お
お
き
な
イ
ロ

ニ
ー
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
メ
ッ
ツ
の
論
文
は
、
読
み
か
た
に

よ
っ
て
は
、
こ
の
イ
ロ
ニ
ー
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
し
て
、
複
数
の
言
語
活
動
の
相
互
的
な
関
係
（
戯
れ
）
か

ら
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
映
画
は
、
在
来
の

―
近
代
的
な
意
味
で
の

―
作
品
の
枠
組
か
ら
お
お
き
く
ず
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な

あ
り
か
た
に
お
け
る
制
作
物
が
、「
作
品
」
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
と

き
に
「
テ
ク
ス
ト
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
た
し
か
だ
ろ
う

（
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
詳
細
に
、
そ
し
て
よ
り
展
開
さ
れ
た

か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
）。

＊

さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
は
、「
理
屈
に
あ
わ
な
い
」
と
か
「
節
操

が
な
い
」
と
非
難
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
ひ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
非

難
に
真
正
面
か
ら
た
ち
む
か
う
の
で
は
な
く
、
だ
ま
っ
て
そ
れ
か
ら

「
目
を
そ
ら
す
」

―
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
を
甘
受
す
る

―
の
だ

ろ
う
。「
理
屈
に
あ
わ
な
い
」

―
ロ
ゴ
ス
的
で
は
な
い
、
ロ
ゴ
ス

的
な
原
理
に
反
す
る
こ
と
。「
節
操
が
な
い
」

―
ロ
ゴ
ス
な
い
し

ロ
ゴ
ス
的
原
理
に
た
い
す
る
忠
実
さ
を
か
く
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
個
人
の
統
一
性
の
根
拠
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
的
な
原
理
（
人
格
）

に
た
い
す
る
忠
実
さ
を
か
く
こ
と
を
さ
え
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
か
つ
て
超
越
的
な
存
在
（
絶
対
的
な
ロ
ゴ
ス
）
に
よ
っ
て
統
御

さ
れ
て
い
た
人
間
が
、
み
ず
か
ら
の
原
理
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
も

と
め
、
そ
の
自
律
を
成
就
し
た
と
き
に
、
近
代
的
人
間
が
誕
生
し
た

と
す
る
な
ら

―
く
り
か
え
す
な
ら
、
こ
の
内
在
化
さ
れ
た
原
理

（
ロ
ゴ
ス
）
こ
そ
が
「
人
間
性
」
に
ほ
か
な
ら
な
い

―
、
さ
か
し

ま
の
テ
ス
ト
氏
と
は
、
さ
か
し
ま
の
近
代
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
見
か
た
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
ひ
と
は
ま
た
、
ベ
ー
コ
ン

（Francis  B
acon, 1561

―1626

）
の
意
味
で
の
「
模
倣
者
」（le 

sim
ulateur  de  B

acon

）
の
同
類
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
な
ぜ
な
ら
、「
模
倣
者
」
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
近
代
的
（
ロ

ゴ
ス
的
）
な
知
の
先
駆
者
と
も
い
う
べ
き
ベ
ー
コ
ン
が
、
存
在
の
真

理
を
隠
蔽
し
、
他
者
の
意
の
ま
ま
に
そ
の
あ
り
か
た
（
す
が
た
）
を

変
化
さ
せ
る
、「
節
操
」
を
欠
い
た
人
間
と
し
て
描
き
だ
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら（16
（

。

「
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
イ
ロ
ニ
ー
」
と
は
、
対
話
者
の
発
言
を
肯
定
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す
る
こ
と

―
そ
の
ロ
ゴ
ス
性
（
論
理
性
）
を
み
と
め
る
こ
と

―

に
は
じ
ま
り
、
そ
の
発
言
の
論
理
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
に
即
し
な
が
ら
、

そ
し
て
あ
く
ま
で
も
論
理
的
な
手
つ
づ
き
を
ふ
み
な
が
ら
、
し
だ
い

に
そ
の
発
言
の
あ
や
ま
り

―
論
理
的
で
な
い
こ
と

―
を
あ
ら
わ

に
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
は
、
自
分
自
身
の
発
言
を
、
自
分
自
身
が
論

理
的
に
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況

―
ロ
ゴ
ス
的
な
世
界
に
お
い

て
は
、
こ
の
う
え
な
い
恥
辱
で
あ
る
自
家
撞
着

―
に
み
ち
び
く
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
だ
か
ら
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
の
絶
対

化
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
の
否
応
な
し
の
強
制
と
さ
え
い
う
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
イ
ロ
ニ
ー
の
も

た
ら
す
自
家
撞
着
を
い
さ
さ
か
も
恥
と
思
わ
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
、

あ
き
ら
か
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
論
法
の
根
本
に
あ
る
も
の

―
真
理

な
い
し
ロ
ゴ
ス

―
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
源
流
を
も
つ
と
さ
れ
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
全
体
を
く
つ
が

え
す
（
逆
転
す
る
）
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
。

「
合
法
的
な
圧
力
」（la  terreur  légale

）
は
、
あ
る
訳
書
で
は

「
合
法
的
な
テ
ロ
」
と
な
っ
て
い
る（17
（

。“ la  terreur”

は
、
た
し
か

に“
le  terrorism

e”

と
お
な
じ
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
か
ら
、
あ

る
い
は
こ
の
訳
語
の
ほ
う
が
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
法
を

制
定
し
、
施
行
す
る
権
力
に
対
抗
（
反
抗
）
す
る
た
め
に
、
法
の
禁

止
す
る
行
為
を
あ
え
て
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
び
と
に
深

刻
な
恐
怖
を
あ
た
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
権
力
を
ゆ
る
が
す
こ
と
こ
そ

が
、「
テ
ロ
」（
テ
ロ
リ
ス
ム
）
の
特
性
だ
と
す
れ
ば
、「
合
法
的
な

テ
ロ
」
と
は
、
そ
の
も
の
が
一
種
の
自
己
矛
盾
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
語
は
、
法
の
も
た
ら
す
恐
怖
、
法
に
よ
る
恐

怖
政
治
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
法
と
は
、
き

わ
め
て
強
固
な
制
約
の
体
系
で
あ
り
、
あ
る
点
で
は
た
し
か
に
抑
圧

的
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
語
は
、「
法
の
名
の
も
と
に
な
さ
れ

る
抑
圧
」
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
合
法
化
さ
れ
た
暴
力
、
恐
怖
そ
し
て
抑
圧
に
い
さ
さ
か
も
動
じ

な
い
の
が
、
さ
か
し
ま
の
テ
ク
ス
ト
氏
な
の
だ
ろ
う
。

「
首
尾
一
貫
性
の
心
理
学
に
根
拠
を
お
い
た
刑
事
上
の
証
拠
」（les 

preuves  pénales  fondés  sur  une  psychologie  de  l’ unité

）

―
こ
う
訳
し
て
は
み
た
も
の
の
、
簡
単
に
は
意
味
が
と
り
に
く
い

か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
か
り
に
、“ la  psychologie”

を
、
観
念
や

精
神
的
な
状
態
の
総
体
と
と
ら
え
る
な
ら
、“ une  psychologie  de 

l’ unité”

は
、
統
一
性
を
も
っ
た
こ
こ
ろ
の
あ
り
か
た
あ
る
い
は
観

念
の
総
体
と
し
て
、
あ
る
特
定
の
「
人
格
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
も
の
と

と
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
い
く
ぶ
ん
ト
ー
ト
ロ
ジ
ッ

ク
に
な
る
が
、「
統
一
的
人
格
」
と
と
ら
え
る
こ
と
も
、
か
な
ら
ず
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し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
物
的
証
拠
で
あ
れ
、
証
言
で
あ
れ
、
と
も

か
く
も
な
ん
ら
か
の
事
物
が
刑
事
上
の
証
拠
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ら

の
証
拠
の
す
べ
て
が
、
あ
る
統
一
し
た
人
格
的
存
在
を
さ
し
し
め
す

か
ら
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
証
拠
す
べ
て
が
、
な
ん
ら
か
の

原
理

―
こ
の
場
合
は
統
一
的
人
格

―
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
あ

る
い
は
一
貫
し
た
行
為
と
対
応
す
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
統

一
的
な
人
格
を
欠
い
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
一
時
的
に
失
っ
た
場

合
、
提
出
さ
れ
た
事
物
は
、
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
成
立
さ
せ
る
根
拠

な
い
し
脈
絡
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
、
刑
事
上
の
証
拠
に
は
な
り
が

た
い
の
だ
ろ
う

―
「
精
神
耗
弱
」
を
理
由
に
、
被
告
の
刑
事
責
任

が
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な

い
。あ

る
い
は
ま
た
、“ une  psychologie  de  l’ unité”
は
、
統
一
性

（
首
尾
一
貫
性
）
を
も
と
め
る
人
間
の
こ
こ
ろ
の
傾
向
と
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
こ
ろ
の
傾
向
が
、

い
く
つ
か
の
事
物
の
集
合
に
あ
る
一
定
の
脈
絡
を
見
い
だ
さ
せ
、
そ

の
集
合
を
「
有
罪
」
を
意
味
す
る
（
さ
し
し
め
す
）
も
の
と
し
て
、

成
立
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か

―
ひ
と
は
だ
れ
で
も
お
な
じ
で
あ
り

（
お
な
じ
原
理
に
支
配
さ
れ
て
お
り
）、
だ
か
ら
例
外
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
確
信
が
、
事
物
を
証
拠
と
し
て
呈
示
す
る
検
事
の
心
理
の
根

柢
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
法
に
よ
る
統
一
、
例
外
を
排
除
す
る

人
間
の
心
理
、
多
数
と
は
こ
と
な
る
も
の
を
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
断

罪
す
る
政
治
、
そ
れ
ら
と
同
類
の
も
の
と
し
て
、
絶
対
的
な
強
制
力

を
も
つ
に
い
た
っ
た
「
通
念
」
な
い
し
は
「
思
い
な
し
」
あ
る
い
は

ま
た
権
力
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
「
愛
国
心
」
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

分
類
や
領
域
性
、
あ
る
い
は
「
理
屈
に
あ
わ
な
い
こ
と
」
や
「
節

操
の
な
さ
」
に
た
い
す
る
は
げ
し
い
非
難
あ
る
い
は
断
罪
、
そ
し
て

ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
イ
ロ
ニ
ー
や
法
の
名
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
る
抑

圧
（
強
制
）、
こ
れ
ら
は
、
あ
る
意
味
で
は
近
代
的
な
世
界
を
特
徴

づ
け
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
世
界
（
枠
組
）
の

な
か
に
身
を
お
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
た
い
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に

対
立
的
な
、
あ
る
い
は
破
壊
的
な
行
動
を
お
こ
す
こ
と
な
く
、
そ
れ

ら
す
べ
て
か
ら
目
を
そ
ら
し

―
そ
れ
ら
を
無
視
し

―
、
ま
る
で

そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
ひ
と
、
そ
の
よ
う
な

ひ
と
は
、
こ
の
社
会
の
な
か
の
ど
の
よ
う
な
「
制
度
」
に
と
っ
て

も
、
そ
の
な
か
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
存
在

―
「
卑
賤
の
や
か

ら
」
や
「
不ア

ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル

可
触
選
民
」
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
の
「
よ
そ
も
の
」

（l’ étranger
）
か
異
世
界
か
ら
お
と
ず
れ
た
「
エ
イ
リ
ア
ン
」

―

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
点
に
つ
い



96

て
は
、
法
廷
も
、
学
校
も
、
保
護
施
設
も
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
種

類
の
団
体
や
な
に
げ
な
い
会
話
の
場
で
さ
え
も
、
か
わ
り
は
な
い
。

逆
に
い
う
な
ら
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
よ
う
な
ひ
と
は
、
普
通
で
あ

れ
ば
耐
え
ら
れ
な
い
は
ず
の
矛
盾
に
も
、
平
然
と
し
て
い
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ひ
と
、
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
は
、
し
か
し
想
像
上

の
存
在
な
の
で
は
な
く
、
実
際
に
存
在
す
る
、
そ
う
バ
ル
ト
は
い

う
。
悦
び
を
お
ぼ
え
て
い
る
と
き
の
テ
ク
ス
ト
の
読
者
が
そ
れ
だ
。

そ
の
特
徴
は
、
あ
の
ロ
ゴ
ス
的
な
原
理
に
よ
る
、
あ
る
い
は
個
人
の

そ
と
に
あ
り
個
人
を
超
え
た
存
在
に
よ
る
統
一
か
ら
、
お
の
ず
と
ま

ぬ
が
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
障
壁
、
階
層
、
排
他

性
」
は
完
全
に
否
定
さ
れ
、
矛
盾
、
曖
昧
あ
る
い
は
混
在
は
絶
対
的

に
肯
定
さ
れ
る

―
す
べ
て
の
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
性
質

の
ま
ま
に
、
ど
の
よ
う
な
留
保
条
件
も
な
し
に
、
肯
定
す
る
こ
と
。

テ
ク
ス
ト
の
読
者
と
は
、
あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
的
な
「
肯
定
者
」

（Ja- sagender

（
18
（

）
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
聖
書
の
ふ
る
い
神
話
」

―
『
旧
約
聖
書
』「
創
世
記
第
十
一
章

1
～
9
」
で
語
ら
れ
て
い
る
バ
ベ
ル
の
塔
の
物
語
。
こ
の
物
語
は
、

い
ろ
い
ろ
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ご
く
一
般
的
に
い
う
な

ら
、
言
語
の
頽
落
の
神
話

―
た
だ
ひ
と
つ
の
言
語
、
た
だ
ひ
と
つ

の
音
か
ら
、
複
数
の
言
語
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
へ
の
分
裂
の
神
話

―

な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
頽
落
は
、
み
ず
か
ら
が
神
の
、
絶
対
的
存
在

の
位
置
に
つ
こ
う
と
く
わ
だ
て
た
人
間
の
傲
慢
を
罰
す
る
た
め
に
、

神
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ
た
。
絶
対
的
な
統
一
の
根
拠
と
し
て
の

神
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
複
数
の
言
語
は
、
た
し
か
に
あ
る
べ

き
す
が
た
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
す
が
た
へ
の
頽

落
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
が
生
き
る

世
界
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
は
、
諸
言
語
の
共
存
（
混
在
）
は
も
は
や
罰

の
対
象
に
は
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、「
と
も
ど
も
に
は
た
ら
く

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
言

語
の
共
存
に
よ
っ
て
、
主
体
は
法
悦
へ
と
ち
か
づ
く
」
の
だ
か
ら
。

映
画
が
芸
術
で
あ
る
か
ど
う
か
が
、
論
議
の
対
象
に
な
り
は
じ
め

た
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
の
美
学
者
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ラ
ン
ゲ
（K

onrad 
Lange, 1855

―1921

）
は
、
か
れ
自
身
の
美
学
の
観
点
か
ら
、
映
画

を
芸
術
の
花
園
か
ら
追
放
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
の
だ
っ
た
が（19
（

、
そ

れ
は
、
諸
言
語
の
共
存
で
も
あ
る
映
画
が
、
あ
ま
り
に
も
つ
よ
い
悦

び
を
も
た
ら
し
、
ロ
ゴ
ス
的
な
原
理
に
も
と
づ
く
秩
序
を
お
び
や
か

し
か
ね
な
い
、
そ
う
判
断
し
た
か
ら
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た

し
か
に
、
共
存
す
る
諸
言
語
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ

る
も
の
は
、
近
代
の
美
学
で
い
う
作
品
と
は
ま
っ
た
く
べ
つ
の
、

「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
こ
と
ば
で
名
ざ
さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
だ
っ
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た
。
テ
ク
ス
ト
と
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
複
数
の
言
語
が
平
和
的
に

共
存
す
る
場
で
あ
り
、
し
か
も
懲
罰
の
苦
し
み
で
は
な
く
、
悦
び
を

も
た
ら
す
の
だ
か
ら
、
た
し
か
に
そ
れ
は
「
幸
福
な
バ
ベ
ル
」
と
い

う
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

バ
ベ
ル
後
の
世
界
が
、
諸
言
語
の
共
存
す
る
世
界
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
悦
び
に
み
ち
た
世
界
で
あ
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

神
が
懲
罰
と
し
て
人
間
に
あ
た
え
た
世
界
に
ほ
か
な
ら
ず
、
人
間
は

そ
こ
で
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
人
間
は
、

そ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
ま
た
神
の
意
図
に
そ

う
た
め
に
、
い
っ
た
ん
は
分
裂
し
た
言
語
の
統
一
を
く
わ
だ
て
た
と

は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
お
そ
ら
く
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
根
柢
に
、

ロ
ゴ
ス
的
な
原
理
を
お
き
、
そ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
…
…
。
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在
の
く
だ
し
た
罰
か
ら
の

が
れ
る
た
め
に
、
人
間
は
ロ
ゴ
ス
を
絶
対
的
な
存
在
に
ま
つ
り
あ

げ
、
そ
れ
に
よ
る
言
語
の
統
一
を
く
わ
だ
て
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
ひ
と
つ
の
国
で
話
さ
れ
る
言
語
は
、
ひ
と
つ

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず

―
「
国
語
」
あ
る
い
は
「
標
準
語
」

―
、

と
い
う
よ
り
は
、
ひ
と
つ
の
言
語
が
支
配
す
る
地
域
こ
そ
が
ひ
と
つ

の
「
国
家
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
学

校
で
は
、
た
だ
し
い
話
し
か
た
が
、
書
き
か
た
が
教
え
ら
れ
る
、
と

い
う
よ
り
強
制
さ
れ
る
。
国
家
と
い
う
権
力
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
な

い
言
語
は
、
し
だ
い
に
、
と
い
う
よ
り
は
急
速
に
す
が
た
を
消
し
て

ゆ
く
。
い
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
国
語
」
で
さ
え
、
政
治
的
、
経
済
的

あ
る
い
は
文
明
的
な
権
力
を
も
つ
「
国
」
の
国
語
に
よ
っ
て
、
そ
の

地
位
を
追
わ
れ
か
ね
な
い

―
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
植
民
地
に
た
い

す
る
宗
主
国
の
国
語
の
強
制
な
ど

―
。
あ
る
い
は
、
国
際
的
な
競

争
に
勝
つ
た
め
に
は
、
国
語
さ
え
お
ぼ
つ
か
な
い
小
学
生
に
、
英
語

の
学
習
を
義
務
づ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
（
政
策
）
の
根
柢
に
あ

る
も
の
を
、
い
ち
ど
反
省
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
な
ぜ
な

ら
、
そ
れ
は
幸
福
な
諸
言
語
の
共
存
と
は
、
お
よ
そ
べ
つ
の
も
の
な

の
だ
か
ら
。
諸
言
語
が
共
存
す
る
世
界
は
、
い
ま
な
お
現
実
に
は
存

在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
い
ま
で
も
、
む
し
ろ
い
ま
だ
か
ら
こ
そ
、
ど

こ
に
も
な
い
場
、
つ
ま
り
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
、
さ
か
し
ま
の
「
い
ま
、
こ
こ
」
…
…
。

と
こ
ろ
で
、
多
言
語
の
世
界
は
、
神
が
懲
罰
と
し
て
人
間
に
あ
た

え
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
人
間
の
驕
慢
が
招
き
よ
せ
た

も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
人
間
自
身
が
作
り
だ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
神

の
意
志
に
そ
の
根
拠
を
も
つ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
諸
言
語
の
無
条

件
の
共
存
が
可
能
な
世
界
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
世
界
は
、
絶
対
的
な
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ロ
ゴ
ス
不
在
の
、
い
う
な
ら
ば
神
の
死
ん
だ
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
だ
が
、
そ
れ
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
神
が
作
り
だ
し
た
世
界
で
も

あ
る
。
だ
か
ら
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
住
む
ひ
と

―
さ
か
し
ま
の
テ
ス

ト
氏

―
に
と
っ
て
は
、
テ
ス
ト
氏
と
は
べ
つ
の
（
さ
か
し
ま
の
）

意
味
で
、「
神
は
と
お
く
は
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
ち
か
く
に
あ
る
」

の
か
も
し
れ
な
い
。

＊

こ
こ
ま
で
読
ん
で
き
た
断
片
の
あ
と
に
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た
、
括

弧
つ
き
の
註
と
で
も
い
う
よ
う
な
ご
く
み
じ
か
い
断
片
は
、
バ
ル
ト

の
位
置
を
暗
示
的
に
し
め
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

（P
laisir/Jouissance:  term

inologiquem
ent,  cela  vacille 

encore,  j’ achoppe,  j’ em
brouille.  D

e  toute  m
anière,  il  y  a 

toujours  une  m
arge  d’ indécision:  la  distinction  ne  sera  pas 

source  de  classem
ents  sûrs,  le  paradigm

e  grincera,  le  sens 
sera  précaire,  révocable,  réversible,  le  discours  sera 
incom

plet.

）

【“ le  paradigm
e”

―
「
範
列
」、「
語
の
連
鎖
を
構
成
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
単
位
は
、
ふ
た
つ
の
集
合
に
属
し
て
い
る
。
あ
る
単
位

は
、
そ
の
連
鎖
を
構
成
す
る
ほ
か
の
単
位
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
連

辞
的
な
集
合
（l’ ensem

ble  syntagm
atique

）
を
か
た
ち
づ
く
る
。

あ
る
単
位
は
、
そ
れ
が
ふ
く
ま
れ
る
文
脈
の
な
か
に
（
ま
さ
に
そ
れ

が
占
め
て
い
る
位
置
に
）
あ
ら
わ
れ
る
可
能
性
に
よ
っ
て
、
と
く
に

特
徴
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
ほ
か
の
単
位
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
範

列
的
な
集
合
（l’ ensem

ble  paradigm
atique

）
を
か
た
ち
づ
く

る
」（20
（

。“ le  discours”

―
「
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」、
な
ん
ら
か
の
こ

と
が
ら
、
あ
る
い
は
考
え
を
、
こ
と
ば
や
文
字
に
よ
っ
て
述
べ
る
こ

と
、「
言
述
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。】

「
悦
び
ヽ
ヽ
／
法
悦
ヽ
ヽ
。
用
語
と
し
て
は
、
ま
だ
揺
ら
い
で
い
る
。
わ
た

く
し
は
つ
ま
づ
き
、
ま
ご
つ
く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の

不
明
確
さ
が
の
こ
り
つ
づ
け
る
。
区
別
し
た
と
し
て
も
、
確
実
な
類

別
（
ク
ラ
ス
分
け
）
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
範
列
は
き
し
み
、
意

味
は
か
り
の
も
の
な
の
で
、
い
つ
と
り
消
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
と

り
か
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
言
述
は
不
完
全
な
も
の
に
な
る
だ

ろ
う
。」

こ
こ
で
は
「
悦
び
」（le  palisir

）
と
「
法
悦
」（la  jouissance

）

に
つ
い
て
、
簡
単
な
記
述
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
断
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片
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ふ
た
つ
の
語
は
、
意
味
が
さ
だ
か
で
な
い
ま

ま
に

―
用
語
と
し
て
の
規
定
が
あ
た
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に

―
、

放
置
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。
ふ
た
つ
の
語
の
あ
い
だ

に
お
か
れ
た
「
／
」
と
い
う
記
号
の
は
た
ら
き
も
、
こ
こ
で
は
あ
き

ら
か
で
は
な
い

―
こ
の
記
号
が
意
味
す
る
の
は
、
ふ
た
つ
の
語
の

対
立
な
の
か
、
た
ん
な
る
並
存
な
の
か
、
あ
る
い
は
意
味
の
相
互
的

な
補
完
な
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
い

ず
れ
で
も
な
い
の
か
…
…
。
ふ
た
つ
の
、『
テ
ク
ス
ト
の
悦
び
』
に

と
っ
て
重
要
な
、
と
い
う
よ
り
中
心
的
な
語
を
、
は
っ
き
り
と
規
定

し
な
い
ま
ま
に
、
あ
る
い
は
規
定
で
き
な
い
こ
と
を
み
と
め
な
が
ら

も
、
な
お
記
述
を
開
始
し
、
そ
し
て
つ
づ
け
る
の
は
、
あ
る
い
は
バ

ル
ト
の
「
戦
術
」（la  tactique

）
な
の
だ
ろ
う
か（21
（

。
バ
ル
ト
は
テ
ク

ス
ト
の
複
数
性
（la  pluralité

）
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
語
っ
て
い

る
が（22
（

、
そ
の
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
し
て
テ
ク
ス
ト

の
読
書
が
も
た
ら
す
だ
ろ
う
「
悦
び
」
や
「
法
悦
」
に
つ
い
て
も
、

明
確
な
、
一
義
的
な
規
定
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
も
っ
と
も
、
バ
ル
ト
は
、
や
が
て
あ
き
ら
か
に
な
る
よ
う

に
、
こ
の
ふ
た
つ
の
語
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
断
片
で
規
定
を
こ

こ
ろ
み
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
書
物
を
と
お
し
て
、
ふ
た
つ
の
語
は

た
し
か
に
使
い
わ
け
ら
れ
て
も
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
バ
ル
ト
は
こ
の
ふ
た
つ
を
は
っ
き
り
分
類
（
類
別
）
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
語
が
も
ち
い
ら
れ
る
た
び

に
、
そ
れ
ら
を
ふ
く
む
集
合
と
し
て
の
「
範

パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
列
」
が
、
そ
の
か
な
た

に
ほ
の
め
か
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
、
あ
る
意
味
で
は
曖

昧
な
、
あ
る
い
は
矛
盾
し
た
使
用

―
範
列
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、

な
い
し
は
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
「
連サ

ン
タ
グ
ム辞
」
を
う
ら
ぎ
る
こ
と

―

は
、「
範
列
」
そ
の
も
の
に
あ
る
亀
裂
と
ひ
ず
み
を
も
た
ら
し
、
そ

の
あ
げ
く
に
「
範
列
」
は
「
き
し
む
」
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
語
が

使
用
さ
れ
る
た
び
に
、「
範
列
」
は
ゆ
が
み
、
き
し
む
の
だ
か
ら
、

語
の
意
味
は
固
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
つ
ね
に
「
仮
の
」

も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
簡
単
に
と
り
消
さ
れ
、
あ
る
い
は
と
り
替
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
言
述
の
全
体
も
、
そ

れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
し
て
、
確
立
（
成
就
）
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。

も
し
バ
ル
ト
が
、
こ
れ
ら
の
語
の
意
味
が
さ
だ
ま
り
、
言
述
の
た

し
か
さ
が
保
証
さ
れ
る
ま
で
、
言
述
を
ひ
か
え
よ
う
と
し
た
ら
、
こ

の
書
物
は
結
局
成
就
し
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
曖
昧
、
矛
盾
な

ど
と
い
う
非
難
を
覚
悟
の
う
え
で
、
そ
し
て
ゆ
ら
ぎ
、
か
さ
な
る
語

の
意
味
の
、
あ
る
い
は
矛
盾
し
自
己
撞
着
す
る
言
述
の
む
こ
う
に
、

あ
る
ひ
び
き
を
感
じ
、
あ
る
い
は
聴
き
と
る
こ
と
を
、
読
者
に
期
待
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し
、
あ
る
い
は
ゆ
だ
ね
た
う
え
で
、
あ
え
て
未
知
の
領
域
に
足
を
ふ

み
い
れ
、
あ
る
い
は
深
淵
に
と
び
こ
む
…
…
、
そ
れ
が
バ
ル
ト
の
決

断
で
あ
り
、
冒
険
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ふ
た
つ
の
縁
の
あ
い

だ
の
、
深
淵
に
は
り
わ
た
さ
れ
た
綱
の
う
え
で
の
、
軽
妙
な
、
し
か

し
危
険
を
覚
悟
の
身
の
こ
な
し
…
…
。

＊

と
こ
ろ
で
、「
さ
か
し
ま
の
テ
ス
ト
氏
」
は
、
な
ぜ
テ
ク
ス
ト
の

作
者
で
は
な
く
、
読
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
さ
か
し

ま
の
テ
ス
ト
氏
」
が
テ
ク
ス
ト
の
読
者
に
対
応
す
る
の
な
ら
、
テ
ス

ト
氏
そ
の
ひ
と
が
作
者
に
対
応
す
る
の
は
、
自
明
の
こ
と
だ
か
ら
な

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
テ
ス
ト
氏
を
、
あ
る
い
は
近
代
の

世
界
そ
の
も
の
を
「
さ
か
し
ま
」
に
見
る
ま
な
ざ
し
に
と
っ
て
は
、

「
作
者
」
は
す
で
に
「
死
ん
で
」
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
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