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凡　
　

例

一
、
本
書
は
、José O

rtega y Gasset, La R
ebelión de las M

asas

の
佐
々
木
孝
氏
に
よ
る
全
訳
で
あ

る
。
ス
ペ
イ
ン
で
一
九
三
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
論
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
た
め
に
一
九
三
七
年
に

書
か
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
た
め
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
」（Prólogo para franceses

）、
お
よ
び
英
語
版
の
た

め
に
一
九
三
八
年
に
書
か
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
人
の
た
め
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
」（Epílogo para ingleses

）か
ら

構
成
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
底
本
に
は
、O

bras C
om

pletas de José O
rtega y G

asset, T
om

o IV

（1929

─1933

）, Sexta Edición, Revista de O
ccidente, M

adrid, 1966

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

二
、
次
の
方
針
で
訳
者
の
訳
稿
は
作
成
さ
れ
た
。

◦
一
つ
の
段
落
が
長
い
箇
所
は
、
便
宜
的
に
改
行
を
加
え
た
。

◦
原
文
の
強
調
を
示
す
イ
タ
リ
ッ
ク
表
記
は
、
適
宜
、
傍
点
を
付
す
か
、
引
用
符
で
括
っ
た
。

◦
原
文
の《　

》は
引
用
符
と
し
た
。

◦
原
注
は
、
底
本
で
は
各
頁
に
脚
注
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
巻
末
に
ま
と
め
て
通
し
番
号
を
つ
け
た
。
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◦
訳
注
は［　

］を
用
い
て
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

三
、
今
日
の
観
点
か
ら
し
て
不
適
切
な
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
原
著
の
表
現
を
尊
重
し
て
考
慮
の
上
、

そ
の
ま
ま
と
し
た
。

四
、「
訳
者
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
に
あ
る
よ
う
に
、
推
敲
を
経
た
翻
訳
原
稿
が
完
成
し
た
後
、
訳
者
は
急

逝
さ
れ
た
。
校
正
に
際
し
て
、
底
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
必
要
な
修
正
を
加
え
た
ほ
か
、
表
記
の
統
一
を

行
っ
た
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
ホ
ア
ン
・
マ
シ
ア
氏
の
多
大
な
助
力
を
得
た
。

 

（
岩
波
文
庫
編
集
部
）
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フ
ラ
ン
ス
人
の
た
め
の
プ
ロ
ロ
ー
グ

1

　

一
応
こ
れ
を
本
と
み
な
す
と
す
れ
ば
、
本
書
の
成
り
立
ち
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
は
じ
め
て
発
表
さ

れ
た
の
は
、
一
九
二
六
年
、
マ
ド
リ
ッ
ド
の
あ
る
新
聞
紙
上［『
エ
ル
・
ソ
ル
』
紙
］で
あ
る
。
し
か
し
取

り
扱
っ
て
い
る
事
柄
が
あ
ま
り
に
人
間
的
な
も
の
な
の
で
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
か
っ
た
。
人
間
の
現
実
は
常
に
変
動
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
目
ま
ぐ
る
し
い
速
さ
で
展
開

し
加
速
す
る
時
代
が
あ
る
。
下
降
と
凋ち

ょ
う
ら
く
落
を
繰
り
返
す
私
た
ち
が
生
き
る
時
代
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た

時
代
に
属
す
る
。
事
実
の
方
が
こ
の
本
を
追
い
こ
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
本
書
の

中
で
予
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
大
部
分
は
、
ほ
ど
な
く
現
在
の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
今［
一
九
三
七

年
］で
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
本
書
は
こ
こ
数
年
の

間
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
々
で
大
い
に
読
ま
れ
て
き
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
に
も
そ
の
見
解
の
少
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な
か
ら
ず
が
、
誰
の
も
の
と
も
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
す
で
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
決
ま
り
文
句
に
ま
で
な

っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
今
回
は
現
代
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
思
い
や
り
、
つ
ま
り
余
計
な
書
物
は
出
版
し
な
い
と

い
う
思
い
や
り
を
実
践
す
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
実
は
私
も
そ
の
方
向
に

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
は
み
た
の
だ
。
ス
ト
ッ
ク
書
店
が
本
書
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
出
版
し
た
い

と
申
し
出
て
か
ら
も
う
五
年
に
も
な
る
。
そ
ん
な
折
、
私
が
本
書
の
中
で
表
明
し
た
見
解
の
全
体
像
が

フ
ラ
ン
ス
の
読
者
に
は
自
明
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
な
ら
、
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
、
そ
れ
を
彼
ら
の
思
索
と
批
判
に
委
ね
る
の
も
い
い
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
そ
う
し
た
忠
告
に
全
面
的
に
承
服
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
殊こ

と

更さ
ら

む
き
に
な
る
こ
と

で
も
あ
る
ま
い
。
と
も
か
く
私
が
こ
だ
わ
り
た
い
の
は
、
読
者
が
見
当
は
ず
れ
の
幻
想
を
抱
い
て
本
書

を
読
み
始
め
な
い
こ
と
だ
。
つ
ま
り
本
書
が
、
発
行
部
数
を
ほ
こ
る
マ
ド
リ
ッ
ド
の
一
新
聞
紙
上
に
発

表
さ
れ
た
一
連
の
記
事
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
ご
承
知
お
き
い
た
だ
き
た
い
。
私
が
書
い
て
き
た
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
も
の
同
様
、
本
書
も
、
宿
命
に
よ
っ
て
私
と
共
に
生
き
る
、
あ
る
限
ら
れ
た
ス
ペ
イ
ン
人

の
た
め
に
書
か
れ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
相
手
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
変
え
た
私
の
言
葉
が
、
そ
の
言
わ
ん
と

し
て
い
る
こ
と
を
う
ま
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
か
な
り
あ
や
し
い
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
行
な
う
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
と
に
も
言
え
る
が
、
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
考
え
ら
れ
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て
い
る
よ
り
も
遥
か
に
幻
想
的
な
作
業
で
あ
る
。
そ
う
信
じ
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
大
き
な
幸
運
な
ど

望
む
気
に
も
な
れ
な
い
。
私
た
ち
は
言
語
と
い
う
も
の
を
、
自
分
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立

つ
手
段
と
定
義
し
て
い
る
。
し
か
し
定
義
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
偽
り
で
な
い
と
し
て
も
、
一
筋
縄

に
は
い
か
ぬ
も
の
、
つ
ま
り
暗
黙
の
留
保
を
含
ん
で
お
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
解
釈
し
な
い
と
や

っ
か
い
な
結
果
を
引
き
起
こ
す
。
定
義
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
た
と
え
ば
言
語
は
私
た
ち
の
考
え

を
隠
す
た
め
、
嘘
を
つ
く
た
め
に
も
役
立
つ
、
な
ど
と
い
う
の
は
そ
の
ほ
ん
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
も

し
日
々
普
通
に
「
話
さ
れ
る
こ
と
」
を
真
実
だ
と
み
な
さ
な
い
な
ら
ば
、
嘘
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

贋に
せ

金が
ね

は
正
貨
に
支
え
ら
れ
て
流
通
す
る
。
つ
ま
り
欺
瞞
は
、
純
真
さ
に
巣
食
う
お
粗
末
な
寄
生
虫
と
い

う
こ
と
だ
。

　

い
や
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
例
の
定
義
の
最
も
危
険
な
点
は
、
私
た
ち
が
普
段
そ
れ
を
聞

く
と
き
に
抱
く
楽
観
主
義
的
な
付
け
足
し
の
方
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
定
義
そ
の
も
の
は
、
言
語

を
通
じ
て
す
べ
て
の
考
え
を
充
分
適
確
に
表
明
で
き
る
な
ど
と
は
、
決
し
て
請
け
合
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
約
束
は
し
て
い
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
厳
密
な
意
味
で
の
真
理
を
率
直
に
見
せ
て

く
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
人
間
同
士
が
互
い
に
理
解
し
あ
う
こ
と
は
ど
だ
い
不
可
能
で
あ
り
、
人
間
は

根
源
的
に
孤
独
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
隣
人
に
辿
り
着
こ
う
と
思
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
精
力
を

使
い
果
た
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
し
た
努
力
の
う
ち
の
一
つ
が
言
語
で
あ
り
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
内
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部
に
起
こ
る
こ
と
の
幾
つ
か
を
、
と
き
に
は
で
き
る
か
ぎ
り
の
近
似
値
を
も
っ
て
表
明
で
き
る
、
た
だ

そ
れ
だ
け
の
も
の
な
の
だ
。

　

し
か
し
私
た
ち
は
普
通
、
こ
れ
ら
の
留
保
事
項
を
無
視
し
て
い
る
。
む
し
ろ
逆
に
、
人
は
話
そ
う
と

す
る
と
き
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
す
べ
て
表
現
で
き
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ

0

0

0

0

話
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
こ
そ
幻
想
な
の
だ
。
言
語
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
大
な
り
小
な
り
、
私
た

ち
の
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
部
分
を
表
現
す
る
だ
け
で
、
残
り
の
も
の
の
伝
達
に
対
し
て
は
乗
り
越
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
障
害
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
言
語
は
、
数
学
の
命
題
や
証
明
に
は
か

な
り
役
立
つ
。
だ
が
物
理
学
と
な
る
と
、
す
で
に
曖
昧
か
つ
不
充
分
な
も
の
に
な
り
始
め
る
。
し
か
も

会
話
は
そ
れ
よ
り
重
要
で
、
よ
り
人
間
的
で
、
よ
り
「
現
実
的
」
な
主
題
に
関
わ
る
に
し
た
が
っ
て
、

そ
の
不
正
確
さ
、
愚
鈍
さ
、
混
乱
が
増
大
す
る
。
話
せ
ば
分
か
る
、
と
い
う
古
く
か
ら
の
先
入
見
に
と

ら
わ
れ
て
、
あ
ま
り
に
も
素
朴
に
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
の
で
、
互
い
に
相
手
の
こ
と
を
無
言
の
う

ち
に
推
察
し
よ
う
と
努
め
る
以
上
に
、
互
い
を
誤
解
す
る
こ
と
の
方
が
多
い
の
だ
。

　

真
に
も
の
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
何
か
を
言
う
だ
け
で
は
な
い
。
何
者
か
が
何
者
か
に
向
か

っ
て
何
か
を
言
う
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
事
実
が
あ
ま
り
に
も
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
言
説
の

中
に
は
、
話
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
に
対
し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
発
信
者
と
受
信
者
が
い
る

の
だ
。
意
味
は
彼
ら
が
変
わ
る
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
二
人
が
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
も
、
意
味
は
同
じ
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で
は
な
い（D

uo si idem
 dicunt non est idem

.

）。
す
べ
て
の
語
は
場
合
に
よ
っ
て
変
化
す
る）1
（

。
言
語
活

動
は
本
質
的
に
対
話
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
発
言
形
式
は
効
果
が
劣
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

一
冊
の
本
は
、
私
た
ち
に
ひ
そ
か
な
対
話
を
も
た
ら
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
良
書
で
あ
る
、
と
私
は
考
え

る
。
つ
ま
り
著
者
が
具
体
的
に
読
者
を
想
定
で
き
、
そ
し
て
読
者
の
方
で
も
ま
る
で
そ
の
行
間
が
親
し

く
自
分
に
触
れ
、
愛
撫
し
よ
う
と
す
る
─
─
あ
る
い
は
極
め
て
慇い

ん

懃ぎ
ん

に
殴
打
を
食
ら
わ
そ
う
と
す
る

─
─
そ
の
一
本
の
触
手
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
良
書
で
あ
る
と

考
え
る
の
だ
。

　

言
葉
は
こ
れ
ま
で
の
濫
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
失
墜
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
言
う
濫
用
と
は
、

他
の
多
く
の
場
合
と
同
じ
く
、
配
慮
な
し
に
、
つ
ま
り
道
具
と
し
て
の
限
界
に
つ
い
て
意
識
な
し
に
使

用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
二
世
紀
も
前
か
ら
、
話
す
と
は
「
万
人
に
向
か
っ
て
」（urbi et orbi

）

話
す
こ
と
だ
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
結
局
、
誰
に
対
し
て
も
話
さ
な
い
に
等
し
い
。
私
は
こ

う
し
た
話
し
方
を
嫌
悪
す
る
し
、
自
分
が
誰
に
対
し
て
話
し
て
い
る
か
具
体
的
に
知
ら
な
い
と
き
に
は

胸
の
痛
み
さ
え
覚
え
る
。

　

そ
れ
が
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
か
ど
う
か
保
証
の
限
り
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
話
が
伝
わ
っ
て
い

る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
金
婚
式
が
祝
わ
れ
た
際
、
エ
リ
ゼ
ー
宮
で
祝
典
が
催
さ
れ
た
が
、
そ
こ

に
は
各
国
代
表
が
そ
れ
ぞ
れ
お
祝
い
を
持
っ
て
参
列
し
た
そ
う
だ
。
大
詩
人
は
大
広
間
で
片
肘
を
暖
炉
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の
縁
に
も
た
せ
か
け
な
が
ら
、
彫
像
の
よ
う
に
威
厳
あ
る
態
度
で
立
っ
て
い
た
。
各
国
代
表
は
参
列
者

の
面
前
に
進
み
出
て
祝
辞
を
述
べ
、
贈
り
物
を
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
に
さ
し
出
す
。
一
人
の
案
内
係
が
わ

れ
鐘
の
よ
う
な
声
で
次
々
と
知
ら
せ
る
。

　
「
イ
ギ
リ
ス
代
表
閣
下
！
」、
す
る
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
、
芝
居
が
か
っ
た
震
え
声
で
、
そ
し

て
感
嘆
の
眼
差
し
で
言
う
、「
イ
ギ
リ
ス
、
あ
あ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
！
」。
案
内
係
は
続
け
る
。「
ス

ペ
イ
ン
代
表
閣
下
！
」、
す
る
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
、「
ス
ペ
イ
ン
、
あ
あ
セ
ル
バ
ン
テ
ス

か
！
」。「
ド
イ
ツ
代
表
閣
下
！
」、
す
る
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
、「
ド
イ
ツ
、
あ
あ
ゲ
ー
テ

よ
！
」。

　

し
か
し
そ
の
と
き
一
人
の
ず
ん
ぐ
り
む
っ
く
り
の
、
ぶ
ざ
ま
な
歩
き
方
を
す
る
背
の
低
い
男
の
番
に

な
っ
た
。
案
内
係
は
叫
ぶ
。「
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
代
表
閣
下
！
」。

　

そ
れ
ま
で
堂
々
と
自
信
満
々
だ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
一
瞬
と
ま
ど
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。

彼
の
両
の
瞳
は
、
心
配
そ
う
に
、
ま
る
で
見
つ
か
ら
な
い
何
物
か
を
求
め
て
全
宇
宙
を
さ
ま
よ
う
が
ご

と
く
大
き
な
孤
を
描
い
た
。
だ
が
ま
も
な
く
彼
は
、
自
分
が
そ
れ
を
見
つ
け
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ

し
て
再
び
そ
の
座
の
主
人
公
と
し
て
の
自
信
を
取
り
も
ど
す
。
事
実
、
彼
は
前
と
同
じ
よ
う
に
感
き
わ

ま
っ
た
声
音
で
、
ひ
と
つ
も
衰
え
ぬ
確
信
を
も
っ
て
、
そ
の
代
表
の
祝
い
に
こ
う
言
っ
て
応
じ
た
。

「
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
！　

あ
あ
人
類
よ
！
」。



15　　　フランス人のためのプロローグ
　

私
が
こ
の
話
を
し
た
の
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
ほ
ど
の
威
厳
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
次
の

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
い
ま
だ
か
つ
て
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の

た
め
に
書
い
た
こ
と
も
話
し
た
こ
と
も
な
い
し
、
人
類
全
体
を
相
手
と
し
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
人
類
全
体
に
語
り
か
け
る
と
い
う
こ
う
し
た
習
慣
は
、
最
も
崇
高
な
形
式
、
と
い
う
こ
と
は

つ
ま
り
民
衆
扇
動
の
最
も
卑
劣
な
形
式
と
い
う
こ
と
だ
が
、
一
七
五
〇
年
ご
ろ
、
正
道
を
は
ず
れ
た
知

識
人
た
ち［
ル
ソ
ー
等
の
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
思
想
家
］に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
お
の
れ
自

身
の
限
界
を
知
ら
ず
、
そ
の
務
め
が
言
説
の
人
、
ロ
ゴ
ス［
言
語
、
理
性
］の
人
で
あ
り
な
が
ら
、
言
葉

と
い
う
も
の
が
極
め
て
繊
細
な
運
用
が
必
要
と
さ
れ
る
秘
蹟
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
ず
に
、
尊
敬
の
念
も
慎
重
さ
も
な
し
に
そ
れ
を
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

2

　

言
葉
が
効
果
的
に
機
能
す
る
範
囲
は
意
外
に
狭
い
。
こ
の
見
解
は
、
本
書
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
言
語
圏
で
読
者
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
無
効
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
む
し
ろ
私
は
、
こ
れ
が
も
う
一
つ
別
の
、
重
大
な
事
実
の
兆
候
で
あ
る

と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
西
洋
全
体
が
陥
っ
て
い
る
恐
る
べ
き
同
質
性
の
こ
と
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で
あ
る
。
本
書
が
現
わ
れ
て
以
来
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
力
学
ど
お
り
に
、
そ
の
同
質
性
は
苦
悩
の

形
を
露
わ
に
し
な
が
ら
増
大
し
て
き
て
い
る
。
私
は
い
ま
苦
悩
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
。
そ
の
意
味
は
、

各
々
の
国
で
苦
境
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
ど
こ
で
も
ま
っ
た
く

同
じ
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
。
そ
し
て
苦
し
ん
で
い
る
当
の
人
間
が
気
づ
い
た
と
き
に

は
、
そ
の
絶
望
は
無
限
大
に
増
幅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
前
は
他
の
国
に
向
か
う
窓
を
開
い
て
、
国
内
の
澱よ

ど

ん
だ
空
気
を
換
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
今

と
な
っ
て
は
こ
の
方
法
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
他
の
国
の
空
気
も
自
国
同
様
で
あ

り
、
と
て
も
吸
え
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
窒
息
す
る
よ
う
な
重
苦
し
い
感
じ
は
そ
こ
か
ら
く

る
。
冷
笑
家（pince sans rire
）で
あ
っ
た
ヨ
ブ［
旧
約
聖
書
「
ヨ
ブ
記
」
の
主
人
公
］は
、
友
人
た
ち
に
、

世
界
中
を
歩
き
回
っ
た
旅
人
や
商
人
た
ち
に
尋
ね
る
。「
世
界
の
ど
こ
に
、
知
性
が
存
在
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
か
ご
存
知
で
す
か
？
」。

　

し
か
し
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
が
次
第
に
類
似
し
て
い
く
こ
う
し
た
事
態
の
中
に

お
い
て
も
、
た
が
い
に
異
な
る
、
そ
し
て
対
照
的
な
価
値
を
も
つ
二
つ
の
局
面
を
区
別
し
て
お
く
こ
と

で
あ
る
。

　

古
代
世
界
の
崩
壊
以
来
、
歴
史
の
上
に
大
挙
し
て
飛
び
立
っ
た
西
洋
諸
民
族
は
、
常
に
生
の
二
重
の

形
式
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
は
、
各
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
資
質
を
形
成
し


