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ま
え
が
き（２
）

 

本
講
演
は
ま
ず
一
九
八
四
年
四
月
二
五
日
に
ポ
ア
テ
ィ
エ
大
学
ド
イ
ツ

文
学
科
に
お
い
て
、
そ
の
後
も
う
一
度
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
大

学
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
未
印
刷
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
最
終
部
分
に

あ
た
る
第
八
章
以
降
は
本
書（
３
）の
編
集
の
際
に
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
。

＊

 

カ
フ
カ
研
究
は
、
個
々
の
作
品
を
カ
フ
カ
の
作
品
全
体
と
の
連
関
に

よ
っ
て
解
明
す
る
、
と
い
う
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ム
リ
ヒ
が
最
初
に
企
て

た
試
み
に
よ
っ
て
決
定
的
に
推
進
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
Ｈ
・
ゾ
ー
ケ

ル
は
カ
フ
カ
に
と
っ
て
決
定
的
な
時
代
的
意
味
地
平
を
考
慮
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
さ
ら
な
る
認
識
上
の
根
本
的
な
利
益
が
得
ら
れ
る
と
期
待
し
た
。

だ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
期
の
時
代
史
的
状
況
の
錯
雑
さ
が
大

き
な
障
害
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
長
年
に
わ
た
る
努
力
の
す

え
に
、
構
成
素
分
析
的
研
究
は
こ
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成
功

し
た（
４
）。
い
ま
、
カ
フ
カ
の
小
説
断
片
『
城
』
は
近
代
と
い
う
紀Z

（
５
）

eitalter

に
と
っ
て
代
わ
っ
た
紀
の
初
期
証
言
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ

か
の
作
家
た
ち
は
二
〇
年
代
に
、
い
ま
特
に
問
題
な
の
は
時
間
的
事
物
世

界
を
超
え
て
精
神
の
国
へ
高
ま
る
こ
と
だ
、
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
カ

フ
カ
が
彼
の
小
説
の
主
人
公
に
課
し
た
の
は
、
諸
々
の
精
神
を
区
別
す
る

と
い
う
課
題
だ
っ
た
。
カ
フ
カ
は
彼
の
測
量
師
Ｋ
が
い
か
に
し
て
こ
の
課

題
を
避
け
よ
う
と
す
る
か
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
二
〇
世
紀

に
支
配
的
と
な
る
ひ
と
つ
の
態
度
を
記
述
し
た
の
で
あ
る
。

＊

 
わ
た
し
の
研
究
者
と
し
て
の
生
活
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
時
期
の

経
験
証
言
を
解
釈
す
る
と
い
う
試
み
に
よ
っ
て
三
〇
年
前
に
始
ま
っ
た（
６
）。

そ
の
時
代
の
文
学
に
つ
い
て
、
構
成
素
分
析Kom

ponentenanalyse

が

時
代
的
状
況
を
解
明
で
き
る
こ
と
が
二
〇
年
前
に
明
ら
か
に
な
っ
た（
７
）。
ま

翻
訳

時
代
史
的
連
関
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
小
説
『
城（

１
）』

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
フ
ァ
ル
ク　
　

著

竹　

中　

克　

英　
　

訳
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さ
に
こ
の
時
代
の
特
別
な
与
件
こ
そ
が
そ
の
後
何
年
も
の
間
潜
在
的
歴
史

秩
序
の
認
識
を
妨
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。
潜
在
的
歴
史
秩
序
が
客
観
的
に

実
存
す
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
こ
れ
ら
の
与
件
の
例
外
的
な
性
格
を
洞
察

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
つ
き
ま
と
う
不
確
実
性
は
、
テ
ー
ゼ
を
プ
ロ
グ
ノ
ー
ゼ（
８
）に
よ
っ
て

試
練
に
さ
ら
そ
う
と
い
う
大
胆
な
試
み
に
本
質
的
に
貢
献
し
た
。
プ
ロ
グ

ノ
ー
ゼ
の
真
実
が
証
明
さ
れ
た
と
き
、
新
し
い
期
は
第
一
次
世
界
大
戦
前

後
の
何
年
か
に
先
取
り
さ
れ
た
問
題
を
伴
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
小
論
集
を
い
ま
一
度
、
ま
さ
に
か
の
時

代
に
捧
げ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
論
文
に
よ
っ
て
締
め
く
く
る
こ
と
が
で
き
る

の
を
幸
運
な
事
情
だ
と
感
じ
て
い
る（
９
）。

一

 

わ
た
し
は
こ
の
講
演
を
敬
愛
す
る
友
人
モ
ー
リ
ス
・
マ
ラ
ッ
シ（
ュ10）の
想

い
出
に
捧
げ
る
。
一
九
六
四
年
、
わ
た
し
は
彼
に
招
か
れ
、
ボ
ル
ド
ー
大

学
で
「
事
件
と
し
て
の
表
現
主
義
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ（
」11）と
い

う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
三
部
構
成
の
連
続
講
演
で
語
る
機
会
を
与
え
ら
れ

た
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
一
年
に
わ
た
し
が
『
苦
悩
と
変

身（
』12）と
い
う
表
題
で
発
表
し
た
リ
ル
ケ
、
カ
フ
カ
、
ト
ラ
ー
ク
ル
お
よ
び
印

象
主
義
と
表
現
主
義
の
時
代
様
式
に
関
す
る
著
書
だ
っ
た
。
マ
ラ
ッ
シ
ュ

が
こ
の
著
書
に
特
別
に
呼
び
か
け
ら
れ
、
挑
発
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
の

は
、
彼
が
一
九
四
九
年
に
出
版
さ
れ
た
論（
文13）に
お
い
て
様
式
の
終
焉
に
つ

い
て
省
察
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ボ
ル
ド
ー
講
演
を
機
に
わ
た
し
が
マ

ラ
ッ
シ
ュ
と
行
っ
た
会
話
、
そ
し
て
そ
の
後
、
わ
た
し
た
ち
が
一
九
七
〇

年
の
彼
の
死
に
至
る
ま
で
手
紙
に
よ
っ
て
続
け
た
忘
れ
が
た
い
会
話
に
お

い
て
、
わ
た
し
が
上
の
著
書
で
記
述
を
試
み
、
講
演
で
新
た
な
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
追
及
し
た
と
こ
ろ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
時
代
的
連
関
を
様
式
と

い
う
概
念
に
よ
っ
て
な
お
も
十
分
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と

い
う
問
題
が
再
三
に
わ
た
っ
て
問
題
に
さ
れ
た
。

 

こ
の
問
題
が
ま
さ
に
カ
フ
カ
を
テ
ー
マ
と
す
る
と
き
に
こ
そ
特
に
問
題

に
さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
八
年
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

エ
ム
リ
ヒ
は
カ
フ
カ
の
作
品
全
体
を
解
釈
的
に
解
明
す
る
と
い
う
は
じ
め

て
の
試（
み14）を
公
表
し
た
。
一
般
に
先
駆
的
と
受
け
止
め
ら
れ
た
エ
ム
リ
ヒ

の
著
書
は
、
し
か
し
、
反
論
を
も
挑
発
し
、
ま
た
た
く
う
ち
に
さ
ら
に
三

つ
の
包
括
的
な
カ
フ
カ
解
釈
が
発
表
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
二
年

に
は
ハ
イ
ン
ツ
・
ポ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
っ（
て15）、
一
九
六
一
年
に
は
ク
ル
ト
・

ヴ
ァ
イ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
っ（
て16）、
さ
ら
に
一
九
六
四
年
に
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

Ｈ
・
ゾ
ー
ケ
ル
に
よ
っ（
て17）で
あ
る
。

 

ゾ
ー
ケ
ル
は
、
し
ば
し
ば
恣
意
的
と
も
思
わ
れ
る
個
々
の
作
品
の
解
釈

を
カ
フ
カ
に
即
し
て
検
証
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
基
準
は
作
品
全
体
の

解
釈
に
よ
っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
全
体
解
釈
は
避
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
、
と
強
調
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
あ
る
い
く
つ
か
の
全
体
解

釈
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
相
違
を
前
に
し
て
、
い
ま
さ
ら
に
一
歩
前

進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ゾ
ー
ケ
ル
は
考
え
た
。
カ
フ
カ
の
作
品
全

体
を
カ
フ
カ
を
も
超
え
た
ひ
と
つ
の
連
関
に
関
係
づ
け
る
こ
と
、
つ
ま
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り
、
時
代
的
連
関
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
。
こ
の
連
関
は
表
現

主
義
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
、
と
ゾ
ー
ケ
ル
は
考
え
た
。
わ
た
し
が
ボ

ル
ド
ー
講
演
に
「
事
件
と
し
て
の
表
現
主
義
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ

カ
」
と
い
う
表
題
を
付
し
た
の
は
、
ゾ
ー
ケ
ル
と
同
じ
考
え
に
促
さ
れ
た

か
ら
だ
っ
た
。

 

エ
ム
リ
ヒ
の
カ
フ
カ
研
究
書
と
は
ち
が
っ
て
、
ゾ
ー
ケ
ル
の
著
書
は
そ

の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
こ
れ
に
続
く
者
を
見
出
さ
な

か
っ
た
。
一
九
六
四
年
以
来
カ
フ
カ
研
究
は
な
る
ほ
ど
計
り
知
れ
な
い
ほ

ど
活
発
に
な
っ
た
が
、
こ
の
活
動
は
一
方
で
は
ま
た
も
個
別
解
釈
に
、
し

か
し
、
他
方
で
は
カ
フ
カ
の
創
作
の
諸
前
提
、
そ
の
影
響
史
、
さ
ら
に
は

編
集
上
の
諸
問
題
に
収
斂
さ
れ
た
。

 

し
か
も
、
わ
た
し
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ

は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
自
身
は
ボ
ル
ド
ー
講
演
を
包
括
的
な
考

察
へ
と
広
げ
、
そ
れ
を
「
事
件
と
し
て
の
表
現
主
義
」
の
表
題
の
下
に
教

授
資
格
論（
文18）と
し
て
用
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
印
刷
出
版
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
完
全
に
書
き
改
め
、
そ
の
第
一
表

題
に
あ
た
る
新
し
い
草
稿
を
一
九
七
七
年
に
著
書
と
し
て
公
に
し（
た19）。
そ

こ
で
は
カ
フ
カ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は

そ
の
続
編
を
近
日
中
に
草
稿
と
し
て
完
成
で
き
る
も
の
と
期
待
し
た
。
こ

れ
は
二
〇
年
後
に
、
い
ま
い
ち
ど
カ
フ
カ
の
作
品
の
全
体
解
釈
を
作
品
解

釈
的
に
提
示
し
よ
う
と
い
う
最
初
の
試
み
と
な（
る20）。
た
だ
し
、
こ
の
著
書

は
一
九
一
五
年
ま
で
を
扱
お
う
と
い
う
も
の
で
、
そ
の
第
一
部
に
過
ぎ
な

か
っ
た
。
わ
た
し
の
こ
の
講
演
は
第
二
部
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
論
究
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
『
城
』
に
つ
い
て
の
考
察
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

 

振
り
返
っ
て
み
て
、
な
ぜ
カ
フ
カ
の
作
品
全
体
を
い
っ
そ
う
包
括
的
な

時
代
的
連
関
に
関
係
づ
け
、
そ
こ
か
ら
全
体
解
釈
の
判
断
の
基
準
を
引
き

出
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
ゾ
ー
ケ
ル
の
提
案
が
頓
挫
し
た
の
か
を
、

き
わ
め
て
明
確
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー

リ
ス
・
マ
ラ
ッ
シ
ュ
が
正
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
し
か
も
、
彼
自
身
が

そ
の
当
時
気
づ
い
て
い
た
以
上
に
深
い
意
味
に
お
い
て
正
し
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
彼
は
近
代
に
お
い
て
は
も
は
や
い
か
な
る
時
代
様
式epochale 

Stile

も
存
在
し
な
い
と
考
え
た
。
こ
の
間
に
わ
た
し
は
、
そ
も
そ
も
時
代

様
式
な
ど
と
い
う
も
の
は
け
っ
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
確

信
し
て
い
る
。
歴
史
的
な
様
式
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
パ
ウ
ル
ゼ
ン
が

一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書
『
表
現
主
義
の
ド
イ
ツ
文
学（
』21）に
お
い

て
説
明
し
た
よ
う
に
、特
定
の
「
運
動
」Bew

egungen

の
表
現
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
時
代Epoche

と
は
、
ち
ょ
う
ど
着
想
が
人
が
彼
の
着
想
に

基
づ
い
て
作
る
も
の
に
つ
ね
に
先
行
す
る
よ
う
に
、
文
学
的
も
し
く
は
そ

の
ほ
か
の
運
動
に
先
行
す
る
と
こ
ろ
の
広
く
集
団
的
な
種
類
の
無
意
識
の

意
味
連
関
に
あ
る
。

 

正
直
に
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
実
態
を
理
解
す
る
こ
と

は
わ
た
し
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
だ
っ
た
。
も
し
モ
ー
リ
ス
・
マ
ラ
ッ

シ
ュ
が
わ
た
し
た
ち
か
ら
事
故
に
よ
っ
て
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
ら
、
あ
る
い
は
思
惟
の
困
難
は
も
っ
と
は
る
か
に
早
い
時
期
に
克
服
さ

れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ラ
ッ
シ
ュ
は
、
わ
た
し
が
マ
ド
リ
ー
ド
で

の
講
演
の
の
ち
に
ボ
ル
ド
ー
講
演
で
は
じ
め
て
公
に
し
、
そ
れ
以
来
わ
た
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し
の
学
問
的
研
究
の
中
心
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
わ
た
し
の
展
開
し
た
新
し

い
方
法
的
手
段
は
、
様
式
を
無
視
す
る
こ
と
を
ま
さ
に
必
然
た
ら
し
め
る

こ
と
を
わ
た
し
に
示
し
て
く
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
こ
の
方
法
的

手
段
で
あ
る
構
成
素
分
析
を
長
い
あ
い
だ
自
分
で
は
た
だ
実
に
不
十
分
に

し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
い
ま
、
ボ
ル
ド
ー
講
演

か
ら
二
〇
年
た
っ
て
、
カ
フ
カ
の
小
説
『
城
』
に
つ
い
て
時
代
史
的
連
関

と
い
う
点
で
な
に
か
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
の
は
、
な
に
よ

り
も
構
成
素
分
析
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
の
間
に
わ
た
し
は
、
そ
こ
で
は

何
が
問
題
な
の
か
を
簡
単
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

二

 

特
に
人
間
的
な
活
動
は
す
べ
て―

―

生
物
学
的
機
能
と
は
違
っ
て―

―

わ
れ
わ
れ
に
訪
れ
る
着
想
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
大

部
分
は
創
造
性
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
活
動
に
お
い
て
、
着
想
は
特

別
な
意
味
を
獲
得
す
る
。
こ
の
こ
と
は
確
実
に
詩
的
産
出
の
領
域
に
つ
い

て
も
言
え
る
。

 

こ
の
場
合
に
、
一
人
の
詩
人
を
し
て
比
較
的
長
大
な
作
品
の
個
々
の
部

分
の
形
象
化
を
可
能
に
す
る
着
想
と
、
作
品
全
体
に
と
っ
て
決
定
的
な
基

本
的
着
想
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て
わ
た
し
が

着
想
と
い
う
言
葉
で
考
え
て
い
る
の
は
、
ゲ
ー
テ
が „ Aperçu

（
‶22）と
も
呼

ん
だ
こ
の
基
本
的
着
想
の
み
で
あ
る
。

 

着
想
の
本
質
を
な
す
の
は
、
そ
れ
が
い
ま
現
に
あ
る
状
況
を
超
え
出
て

行
く
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
新
種
的
な
も
の
と
い
う
性
格
を
有
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
も
のdas Bisherige

と
関
係
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
特
徴
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
着
想
が
そ
の
も
の
を
超
え
出
て
行
く
と
こ
ろ
の
こ
れ

ま
で
の
も
の
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
着
想
が
実
存
し
得
な
い
ほ
ど
、
あ
ま

り
に
も
着
想
に
属
し
て
い
る
。
し
か
も
、
着
想
は
単
に
存
在
す
る
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
新
種
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
つ
ね
に
ま
ず
最
初
に

生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
種
的
な
も
の
が
生
ま
れ
う
る
た
め
に

は
、
こ
れ
を
引
き
起
こ
す
ひ
と
つ
の
力
が
働
く
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
な
く
し
て
着
想
が
実
存
し
得
な
い
よ
う
に
、
そ
れ

に
呼
応
す
る
刷
新
力Innovationskraft

な
く
し
て
も
着
想
は
実
存
し
得

な
い
。

 

い
ま
述
べ
た
こ
と
は
、
着
想
は
け
っ
し
て―

―

い
う
な
れ
ば―

―

事
物

そ
の
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
つ
ね
に
ひ
と
つ
の
構
造
モ
デ
ル

ein strukturelles M
uster

の
枠
内
で
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
。
着
想
そ
れ
自
身
は
つ
ね
に
、
さ
ら
に
別
の
二
つ
の
構
成
素
、
す
な
わ

ち
、
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
刷
新
力
と
い
う
構
成
素
と
と
も
に
構
成
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
こ
の
モ
デ
ル
の
ひ
と
つ
の
構
成
素
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ま
で
の

も
の
と
い
う
構
成
素
を
現
実
構
成
素Aktualkom

ponente

、
刷
新
力
と

い
う
構
成
素
を
潜
在
構
成
素Potentialkom

ponente

と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
着
想
を
現
実
構
成
素
と
潜
在
構
成
素
と
が
出

会
っ
た
結
果
と
し
て
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
を
結
果
構
成
素Resultativkom

ponente

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
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き（
る23）。

 
わ
た
し
が
一
九
六
三
年
以
来
そ
の
展
開
に
携
わ
っ
て
き
た
こ
の
新
し
い

方
法
は
、
わ
た
し
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
文
芸
学
の
い
ず
れ
の
方

法
と
も
ち
が
っ
て
、
作
家
が
着
想
に
も
と
づ
い
て
生
み
出
し
た
も
の
に
で

は
な
く
、
着
想
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
作

家
にAperçu
が
訪
れ
た
と
き
に
、
し
か
も
彼
が
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
形
象
へ
移
し
変
え
る
前
に
、
彼
に
と
っ
て
存
在
し
た
状
況

を
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

 

あ
る
作
品
の
具
体
的
に
形
象
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
出
発
し
て
、
着
想
を

作
品
へ
と
鋳
造
し
た
構
成
素
構
造
の
特
徴
を
洞
察
す
る
た
め
の
抽
象
過
程

を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
操
作
は
、
こ
の
間
に
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
文

学
の
構
成
素
分
析（
』24）に
お
い
て
詳
細
に
記
述
さ
れ
た
。
こ
こ
で
そ
れ
ら

の
操
作
に
つ
い
て
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
構
成
素
分
析
を
遂
行
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
時
代
状
況
と
い
う
点
で
何
が
も
た
ら

さ
れ
る
か
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

 

構
成
素
分
析
は
つ
ね
に
文
芸
学
の
原
現
象
で
あ
る
個
々
の
唯
一
的
作
品

に
お
い
て
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
を
そ
こ
に
実
現
さ
れ
て

い
る
着
想
に
つ
い
て
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
認
識
す
る
こ
と
の

で
き
る
形
式
の
領
域
だ
け
で
な
く
具
体
的
内
容
の
領
域
を
も
超
え
る
。
構

成
素
分
析
は
「
様
式
」Stil

と
い
う
全
体
的
領
域
を
後
に
し
て
、
ま
だ
文

学
に
限
定
さ
れ
る
前
の
領
域
へ
進
む
。
そ
こ
に
お
い
て
驚
く
べ
き
発
見
が

構
成
素
分
析
的
研
究
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
作
品
が

様
式
と
い
う
点
に
お
い
て
著
し
く
異
な
る
場
合
に
も
、
あ
る
一
定
の
時
代

に
は
同
種
の
基
本
構
造
を
示
す
着
想
が
詩
人
た
ち
に
訪
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
例
え
ば
一
九
世
紀
九
〇
年
代
に
象
徴
主
義
的

審
美
家
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
と
自
然
主
義
的
社
会
批
判
家
ゲ
ア
ハ

ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
は
、
一
九
世
紀
中
葉
に
ど
こ
に
も
見
ら
れ
た
別
の

種
類
の
基
本
構
造
と
き
わ
め
て
明
確
に
異
な
る
と
こ
ろ
の
同
じ
基
本
構
造

を
備
え
た
着
想
を
形
象
化
し
た
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ（
た25）。

 

一
九
〇
〇
年
前
後
の
時
期
に
特
徴
的
な
時
代
構
造
は
、
ラ
イ
ナ
ー
・
マ

リ
ア
・
リ
ル
ケ
が
一
九
〇
四
年
か
ら
一
九
一
〇
年
の
時
期
に
形
象
化
し
た

小
説
『
マ
ル
テ
・
ラ
ウ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
ッ
ゲ
の
手
記
』
に
簡
潔
に
、
特
に

よ
く
窺
う
こ
と
が
で
き（
る26）。
小
説
の
主
人
公
で
あ
り
そ
の
一
人
称
の
語
り

手
で
あ
る
若
い
デ
ン
マ
ー
ク
の
作
家
マ
ル
テ
は
、
自
我
を
永
遠
性
に
関
係

づ
け
た
い
と
い
う
欲
求
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
故
郷
を
離
れ
パ
リ
に

移
っ
て
来
る
。
こ
の
地
で
彼
は
近
代
の
大
都
会
の
匿
名
的
状
況
に
対
峙
さ

せ
ら
れ
る
。
こ
の
匿
名
性
は
、
自
我
な
ど
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
ま
っ

た
く
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
も
し
そ
の
匿
名
性
が
正
当
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
マ
ル
テ
の
欲
求
は

否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
マ
ル
テ
は
こ
の
大
都
会
の
匿

名
性
を
打
破
し
よ
う
と
し
始
め
る
。
匿
名
性
が
本
当
は
単
に
見
せ
か
け
で

し
か
な
い
こ
と
を
彼
は
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
一
定
の
文
化
的
伝

統
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
的
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
か
ら
生
ま
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れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
こ
の
伝
統
を
も
否
定
し
よ
う
と
努
め
る
。

彼
の
感
情
か
ら
す
れ
ば
、
パ
リ
で
出
会
う
一
連
の
個
々
の
事
物
と
い
う
点

で
は
彼
は
成
功
を
収
め
る
。
そ
れ
ら
の
事
物
を
匿
名
性
か
ら
救
い
出
し
、

そ
れ
ら
に
新
た
な
意
味
を
与
え
、
そ
こ
に
自
我
の
永
遠
性
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
時
間
超
越
性
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
、
と
彼
は
考
え

る
。

 

こ
の
小
説
を
形
象
化
す
る
と
き
に
リ
ル
ケ
を
導
い
た
着
想
は
、
つ
き
つ

め
て
言
う
な
ら
、
自
我
が
時
間
超
越
的
な
状
態
に
至
る
可
能
性
と
い
う
点

に
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
状
態
は
文
化
史
の
過
程
で
生
じ
た
匿
名
性
に
刻

印
さ
れ
た
い
ま
現
に
あ
る
現
実
（
こ
れ
が
現
実
構
成
素
だ
っ
た
）
と
、
現

に
存
在
す
る
も
の
を
変
容
し
よ
う
と
す
る
創
造
的
意
志
と
を
逆
照
す
る
。

同
種
の
着
想
を
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
一
九
一
二
年
に
短
編
『
ベ
ニ
ス
に
死

す
』
を
書
い
た
と
き
に
抱
い（
た27）。
彼
が
こ
こ
で
扱
っ
た
作
家
グ
ス
タ
フ
・

ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
そ
の
文
学
作
品
を
通
し
て
大
き
な
声
望
を
公
に
得
て

い
な
が
ら
、
永
遠
性
へ
の
憧
れ
が
彼
の
心
を
占
め
て
い
る
た
め
に
、
自
分

の
生
活
に
満
足
で
き
な
い
で
い
る
。
こ
の
憧
れ
に
導
か
れ
て
、
彼
は
故
郷

の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
を
離
れ
、
は
じ
め
は
そ
の
理
由
を
知
ら
な
い
ま
ま
ベ
ニ

ス
へ
旅
を
す
る
。
そ
の
地
で
彼
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
地

元
の
人
間
や
こ
れ
ま
た
同
じ
よ
う
に
ど
う
で
も
い
い
海
水
浴
客
の
中
に
、

並
々
な
ら
ぬ
美
し
さ
を
備
え
た
ひ
と
り
の
少
年
を
発
見
す
る
。
少
年
は
彼

に
と
っ
て
自
分
の
も
っ
と
も
内
奥
の
渇
望
の
化
身
の
よ
う
に
思
え
る
。
し

か
し
、
少
年
は
ま
た
、
彼
が
生
き
る
野
蛮
な
社
会
的
連
関
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
た
め
に
、実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、

ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
少
年
を
神
の
姿
へ
と
創
り
変
え
始
め
る
。
し
か
し
、

現
在
の
生
活
は
あ
ま
り
に
も
野
蛮
に
す
ぎ
、
人
は
一
個
の
神
と
の
関
係
に

い
つ
ま
で
も
生
き
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
必
然
の
結

果
と
し
て
、
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
そ
の
美
し
い
少
年
を
ア
ポ
ロ
的
神
へ
変

身
さ
せ
る
と
、
や
が
て
疫
病
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
を
失
う
。

 

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
着
想
、
す
な
わ
ち
、
作
品
の
結
果
構
成
素
は
こ
こ

で
は
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
が
一
体
感
を
抱
く
新
し
い
神
の
表
象
に
あ
り
、
現

実
構
成
素
は
野
蛮
な
社
会
的
現
実
に
、
潜
在
構
成
素
は
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ

の
創
造
的
意
志
に
あ
る
。

 

リ
ル
ケ
の
『
マ
ル
テ
』、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
へ

と
導
い
た
着
想
は
同
じ
基
本
モ
デ
ル
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
モ
デ
ル

を
記
述
し
、
潜
在
性
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
主
体
の
創
造
性
に
あ
っ
て
生
来

の
・
空
間
と
結
び
つ
い
た
力 naturhaft-raum

bezogene Kräfte

に
担

わ
れ
て
い
る
、
現
実
性
に
つ
い
て
は
時
間
性
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
生
の

有
限
的
性
格
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
結
果
性
に
つ
い
て
は
時
間
超
越
的
な

も
の
と
し
て
の
超
自
然
的
な
も
の
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
を
表
わ
し
て
い

る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想（』28
）に
お

い
て
、
こ
の
〔
構
造
〕
モ
デ
ル
は
一
八
八
〇
年
頃
以
降
に
文
学
作
品
に
現

わ
れ
た
と
言
い
得
る
、
と
わ
た
し
は
述
べ
た
。
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を
リ

ル
ケ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
さ
ら
な
る
例
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・

ニ
ー
チ
ェ
、
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ェ
ー
デ
キ

ン
ト
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
、
フ
ー
ゴ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
フ
マ
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ン
ス
タ
ー
ル
、
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ム
ー
ジ
ル
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ハ
イ
ム
、
エ
ル

ン
ス
ト
・
シ
ュ
タ
ド
ラ
ー
、
エ
ル
ゼ
・
ラ
ス
カ
ー=

シ
ュ
ー
ラ
ー
の
作
品

の
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
な
る
例
に
お
い
て
示
し
た
。
す
で
に
言
及
し
た
カ
フ
カ

研
究
書
の
第
一（
巻29）で
は
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
デ
ー
ブ
リ
ン
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー

ト
・
ベ
ン
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
バ
ル
ラ
ッ
ハ
、

フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ル
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ゾ
ル
ゲ
、

ゲ
オ
ル
ク
・
カ
イ
ザ
ー
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ム
に
つ
い
て
さ
ら
に

別
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

 

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
に
つ
い
て
も
同
じ
基
本
モ
デ
ル
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ

れ
て
い
る
彼
の
最
初
の
物
語
『
あ
る
戦
い
の
記
述
』、
一
九
〇
七
年
か
ら

一
九
一
二
年
の
間
に
書
か
れ
た
『
商
人
』、『
不
幸
で
あ
る
こ
と
』、『
突
然

の
散
歩
』
の
よ
う
な
ス
ケ
ッ
チ
風
の
短
編
物
語
、
さ
ら
に
は
ま
た
彼
の
最

初
の
長
編
小
説
断
片
『
失
踪
者
』（
あ
る
い
は
『
ア
メ
リ
カ
』）
に
お
い（
て30）。

小
説
『
城
』
も
ま
た
こ
の
モ
デ
ル
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
？

四

 

こ
の
作
品
の
い
く
つ
か
の
特
徴
は
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
マ
ル

テ
や
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
と
同
じ
よ
う
に
、
小
説
の
主
人
公
Ｋ
に
と
っ
て
問

題
な
の
は
、
自
分
が
体
験
す
る
周
辺
世
界
と
は
質
的
に
異
な
る
ひ
と
つ
の

目
的
で
あ
る
。
Ｋ
は
あ
る
冬
の
晩
、
あ
る
村
に
や
っ
て
来
る
。
彼
は
村
が

城
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
の
城
の
こ
と
を
彼
は
す
で
に
知
っ
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。
到
着
し
た
晩
、
城
は
闇
に
覆
わ
れ
て
い
た
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｋ
は
城
が
姿
を
現
わ
す
の
を
待
ち
受
け
た
。「
城
山

は
、
な
に
ひ
と
つ
見
え
ず
、
霧
と
闇
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た
。
大
き
な
城
の

あ
り
か
を
し
め
す
ほ
ん
の
か
す
か
な
灯
り
さ
え
な
か
っ
た
。
Ｋ
は
、
長
い

あ
い
だ
、
国
道
か
ら
村
に
通
じ
る
木
の
橋
の
う
え
に
立
っ
て
、
見
た
と
こ

ろ
何
も
な
い
虚
空
を
見
あ
げ
て
い
た
。」（Kafka, 1946, S. 

（5

）31）（
七
頁
）

 

あ
る
意
味
で
Ｋ
は
城
を
子
供
の
頃
か
ら
知
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
え

る
。
翌
日
、
陽
光
を
浴
び
て
横
た
わ
る
城
を
見
た
と
き
、
彼
は
自
分
の
古

い
故
郷
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
、城
の
「
鐘
の
音
」
を
聞
く
と
、

彼
の
胸
は
震
え
た
（ebd., S. 26

）（
二
二
頁
）。「
そ
の
ひ
び
き
に
」
と
あ
る
、

「
胸
を
締
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
が
し
た―

―

ひ
た
す
ら
憧
れ
な
が
ら
、
か

な
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
に
お
ど
か
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
気
持
ち
だ
っ
た
。」（ebd., S. 26

）（
二
二
頁
）。
城
は
Ｋ
に
と
っ
て
、ち
ょ

う
ど
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
の
美
し
い
少
年
の
神
々
し
い
姿
の
よ
う

に
、
あ
る
い
は
マ
ル
テ
に
と
っ
て
の
変
身
し
た
事
物
の
姿
と
同
じ
よ
う

に
、
彼
の
自
我
に
と
っ
て
重
要
な
何
も
の
か
だ
っ
た
。

 

た
と
え
Ｋ
が
城
に
近
づ
き
、
そ
の
姿
を
見
、
そ
の
鐘
の
音
を
聞
く
こ
と

が
で
き
た
と
し
て
も
、
城
に
直
接
た
ど
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が

彼
に
は
わ
か
っ
た
。
そ
の
点
で
も
、
彼
の
状
況
は
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
や
マ

ル
テ
の
状
況
と
同
じ
で
あ
る
。
ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
日
常
の
陳
腐
を
、
マ

ル
テ
は
大
都
会
の
生
活
の
匿
名
性
を
抵
抗
と
し
て
体
験
し
た
。
Ｋ
は
村
の

住
民
や
城
の
役
人
た
ち
の
拒
絶
的
な
態
度
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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か
っ
た
。

 
村
に
到
着
す
る
と
、
彼
は
首
尾
よ
く
あ
る
宿
に
寝
場
所
を
得
た
。
横
に

な
っ
て
休
み
、
眠
り
込
ん
だ
が
、
す
ぐ
に
ま
た
起
こ
さ
れ
た
。
自
分
の
こ

と
を
城
の
執
事
の
息
子
だ
と
紹
介
し
た
若
者
が
彼
に
説
明
し
た
。

 

「
こ
の
村
は
城
の
所
領
で
す
。
こ
こ
に
居
住
す
る
者
や
こ
の
村
に

泊
る
者
は
、
い
わ
ば
城
の
な
か
に
住
み
、
あ
る
い
は
泊
る
も
同
然
で

す
。
伯
爵
の
許
可
が
な
け
れ
ば
、
誰
に
も
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
あ
な
た
は
そ
の
許
可
証
を
お
持
ち
で
な
い
、
あ
る
い
は
、

す
く
な
く
と
も
そ
う
い
う
も
の
を
ご
提
示
に
な
ら
な
か
っ
た
。」

（ebd., S. 6

）（
七
頁
）

 

あ
と
で
ま
だ
論
究
す
る
理
由
か
ら
、
し
か
し
、
Ｋ
は
そ
れ
か
ら
さ
ら
に

眠
る
こ
と
が
で
き
た
。
翌
日
、
彼
は
城
へ
向
か
っ
て
出
か
け
た
。
だ
が
、

村
を
抜
け
て
走
る
通
り
は
、
彼
に
は
果
て
し
な
く
思
わ
れ
、
深
い
雪
の
中

を
大
股
で
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
つ
い
に
憔
悴
し
て
し

ま
っ
た
。
彼
は
あ
る
一
軒
の
家
に
向
か
い
、
そ
こ
に
し
ば
ら
く
休
息
さ
せ

て
も
ら
っ
た
が
、
す
ぐ
に
出
て
行
く
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。「
わ
た
し
ど

も
の
と
こ
ろ
じ
ゃ
お
客
を
も
て
な
す
習
慣
が
な
い
の
で
す
。
お
客
を
必
要

と
し
ま
せ
ん
の
で
な
」（ebd., S. 21

）（
一
八
頁
）。

 

ふ
た
た
び
通
り
に
出
る
と
、
Ｋ
は
ひ
と
り
の
男
に
出
会
っ
た
。
男
は
馬

橇
を
持
っ
て
い
て
、
Ｋ
を
乗
せ
て
行
っ
て
も
い
い
よ
、
と
言
明
し
た
。
し

か
し
、
行
き
先
は
城
だ
と
Ｋ
が
告
げ
る
と
、
男
は
す
ぐ
に
答
え
た
、「
そ

れ
じ
ゃ
、
行
か
な
い
よ
」（ebd., S. 24

）（
二
一
頁
）。

 

少
し
後
に
な
っ
て
、
Ｋ
は
と
も
か
く
城
と
電
話
で
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る

こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
城
に
は
い
つ
通
し
て
も
ら
え
る
か
と
た
ず
ね

る
と
、無
愛
想
な
返
事
が
返
っ
て
き
た
。「
永
久
に
だ
め
だ
」（ebd., S. 34

）

（
二
八
頁
）、と
。
こ
う
い
う
風
に
事
態
は
彼
に
と
っ
て
さ
ら
に
進
ん
で
い
っ

た
。

 

Ｋ
に
は
こ
の
抵
抗
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
大
し

て
驚
く
べ
き
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
最
初
か
ら
期
待
し
、
戦

い
に
備
え
て
い
た
。
村
の
雪
の
中
を
大
股
で
歩
い
て
い
る
と
き
に
、
彼
は

自
分
に
と
っ
て
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
と
な
っ
た
子
供
時
代
の
あ
る
場
面
を
思

い
出
し
た
。
故
郷
の
村
に
は
「
中
央
広
場
に
教
会
が
立
っ
て
い
た
。
教
会

の
一
部
は
古
い
墓
地
に
か
こ
ま
れ
、
墓
地
に
は
高
い
塀
が
め
ぐ
ら
し
て

あ
っ
た
。
こ
の
塀
を
よ
じ
登
っ
た
少
年
は
、
ご
く
わ
ず
か
し
か
い
な
か
っ

た
。
Ｋ
も
ま
だ
一
度
も
成
功
で
き
な
い
で
い
た
。
少
年
た
ち
が
塀
に
登
り

た
が
る
の
は
、
好
奇
心
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
塀
の
内
側
に
あ
る
墓
地

は
、
彼
ら
に
と
っ
て
も
は
や
な
ん
ら
の
秘
密
で
も
な
か
っ
た
。
墓
地
の
小

さ
な
格
子
扉
の
つ
い
た
入
口
か
ら
、
す
で
に
何
度
も
な
か
に
は
い
っ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
塀
が
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
で
高
い
と
い
う
だ
け
で
、
少

年
た
ち
の
征
服
欲
を
そ
そ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
日
の
午
前―

―

静
か
な
、

人
気
の
な
い
広
場
は
陽
光
に
あ
ふ
れ
て
い
た
、
Ｋ
は
、
あ
と
に
も
先
に
も
、

広
場
を
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
を
一
度
で
も
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か

―
―

彼
は
お
ど
ろ
く
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
こ
の
壁
を
征
服
し
た
で
の
あ
る
。

こ
れ
ま
で
何
度
も
失
敗
し
た
場
所
な
の
だ
が
、
小
旗
を
口
に
く
わ
え
て
、
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あ
っ
さ
り
と
一
度
で
よ
じ
登
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
足
も
と
で
は
ま
だ

石
く
ず
が
ざ
ら
ざ
ら
落
ち
て
い
た
が
、
彼
は
す
で
に
塀
の
上
に
い
た
。
彼

は
塀
の
う
え
に
小
旗
を
打
ち
立
て
た
。
旗
は
風
に
つ
よ
く
は
た
め
い
た
。

彼
は
下
を
見
お
ろ
し
、
あ
た
り
を
ぐ
る
り
と
な
が
め
わ
た
し
た
。
肩
ご
し

に
も
、
朽
ち
か
か
っ
て
地
面
に
め
り
こ
ん
で
い
る
十
字
架
を
見
た
。
い
ま

こ
こ
で
は
、
彼
よ
り
も
偉
大
な
者
は
誰
も
い
な
い
の
だ
。﹇
…
…
﹈
こ
の

勝
利
感
は
、
そ
の
こ
ろ
の
彼
に
と
っ
て
、
長
い
あ
い
だ
心
の
さ
さ
え
と

な
っ
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
く
だ
ら
ぬ
こ
と
と

は
言
い
き
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
か
ら
も
う
長
い
歳
月
を
経

た
い
ま
、
雪
の
夜
道
で
、﹇
…
…
﹈
そ
れ
が
助
け
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」

（ebd., S. 44/45

）（
三
六
頁
）

 

Ｋ
は
、
か
つ
て
の
幼
い
時
の
よ
う
に
、
戦
う
こ
と
を
決
断
し
た
。
だ
か

ら
彼
は
、「
彼
を
追
っ
ぱ
ら
っ
た
り
、
彼
を
恐
れ
た
り
し
た
村
の
人
た
ち
」

を
ほ
ん
と
う
は
危
険
で
も
な
ん
で
も
な
い
と
考
え
た
。「
と
い
う
の
は
、

彼
ら
は
結
局
は
自
分
自
身
が
頼
み
の
綱
で
あ
る
こ
と
を
Ｋ
に
教
え
、
彼
が

自
分
の
力
を
蓄
え
て
お
く
こ
と
を
助
け
て
く
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
」（ebd., S. 48

）（
三
九
頁
）。
彼
が
戦
い
に
際
し
て
役
所
の
有
力
な
代

表
た
ち
に
出
会
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
対
し
て
彼
に
は
有
利
な
点
が

あ
っ
た
。「
と
い
う
の
は
、
役
所
の
ほ
う
は
ど
ん
な
に
み
ご
と
に
組
織
化

さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
要
す
る
に
遠
く
か
け
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
、

眼
に
見
え
な
い
人
び
と
の
名
に
お
い
て
、
遠
く
か
け
は
な
れ
た
、
こ
れ
ま

た
眼
に
見
え
な
い
事
柄
を
擁
護
す
る
こ
と
だ
け
が
任
務
で
あ
る
の
に
反
し

て
、
Ｋ
は
生
き
た
身
近
な
こ
と
の
た
め
に
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
た
め

に
戦
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。」（ebd., S. 85

）（
六
八
頁
）。

 

ア
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
や
マ
ル
テ
も
ま
た
「
自
分
自
身
の
た
め
に
」
戦
っ
た
。

彼
ら
が
匿
名
の
事
物
や
美
し
い
少
年
を
超
人
的
な
も
の
の
姿
に
変
え
た
の

は
、
こ
の
変
容
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
彼
ら
自
身
の
い
っ
そ
う
崇
高
な
自

我
像
を
形
象
化
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。

 

カ
フ
カ
が
城
へ
入
る
た
め
の
Ｋ
の
戦
い
の
物
語
を
形
象
化
す
る
と
き

に
、『
マ
ル
テ
』
の
リ
ル
ケ
や
『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

と
時
代
的
に
同
じ
基
本
モ
デ
ル
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
を
、
事
実
、

多
く
の
点
が
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
Ｋ
が
か
つ
て
の
子
供
の
と
き

の
勝
利
を
思
い
起
こ
し
た
よ
う
に
、
カ
フ
カ
自
身
も
Ｋ
を
描
く
に
あ
た
っ

て
、
彼
が
保
持
し
て
い
た
最
初
の
文
学
的
試
み
で
あ
る
『
あ
る
戦
い
の
記

述
』
を
引
き
合
い
に
出
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
で
に
そ

の
当
時
彼
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
弱
々
し
そ
う
に
見
え
る
自
我
が
、
見
た

と
こ
ろ
自
分
に
勝ま
さ

っ
て
い
る
か
に
思
え
る
相
手
と
の
戦
い
で
い
か
に
し
て

み
ず
か
ら
を
貫
徹
す
る
か
を
描
い（
た32）。

 

し
か
し
、
い
か
に
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
も
っ
と
も
に
み
え
よ
う

と
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
構
成
素
分
析
の
操
作
を
遂
行
す
る
過
程

で
ひ
と
つ
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
 

構
成
素
分
析
の
際
に
必
要
と
な
る
操
作
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た

よ
う
に
、そ
の
細
部
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
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ひ
と
つ
の
操
作
に
つ
い
て
い
ま
簡
潔
に
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 
現
実
構
成
素
に
対
す
る
潜
在
構
成
素
の
関
係
は
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
つ
ね
に
二
つ
の
基
本
的
可
能
性
の
い

ず
れ
か
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
潜
在
構
成
素
が

み
ず
か
ら
主
導
権
を
展
開
す
る
自
原
的
力 eine autogene Kraft 

を
表

わ
す
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
時
に
は
現
実
構
成
素
は
潜
在
構
成
素
に
と
っ
て

敵
対
的
な
抵
抗
力 eine opponierende W

iderstandkraft 

と
い
う
性

格
を
と
る
。
し
か
し
ま
た
、
潜
在
構
成
素
が
自
分
自
身
を
抵
抗
力
と
し
て

経
験
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、
潜
在
構
成
素
は
現
実
構
成
素

か
ら
発
し
た
推
進
力
に
対
し
て
応
答
的
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
構
成

素
分
析
の
用
語
で
は
潜
在
優
位
性 Potentialpriorität

、
後
者
の
場
合
は

現
実
優
位
性 Aktualpriorität 

と
い
う
。

 

構
成
素
分
析
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
っ
と
も
重
要
な

原
理
的
発
見
の
ひ
と
つ
は
、
文
学
作
品
の
優
位
性
関
係
は
作
家
に
よ
っ
て

恣
意
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
い
か
な
る
着
想
に
も
す
で

に
あ
ら
か
じ
め
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
優
位
性

関
係
は
時
代
経
験
の
本
質
的
要
因
を
な
す
。
構
成
素
の
特
質
に
基
づ
い
て

リ
ル
ケ
の
『
マ
ル
テ
』
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
と
同

じ
期
に
数
え
ら
れ
る
一
九
〇
〇
年
前
後
の
時
代
の
文
学
作
品
は
、
一
貫
し

て
潜
在
優
位
性
を
示
す
。
カ
フ
カ
の
小
説
『
城
』
は
、
も
し
そ
れ
が
同
じ

よ
う
に
潜
在
優
位
性
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
と
き
に

限
っ
て
同
じ
期
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
た
し
て
こ
れ
は
妥
当
す

る
だ
ろ
う
か
？

 

潜
在
構
成
素
の
主
た
る
代
表
で
あ
る
Ｋ
は
自
分
自
身
に
対
し
て
、
さ
ら

に
は
ほ
か
の
人
物
た
ち
に
対
し
て
も
、
事
が
戦
い
に
至
っ
た
の
は
彼
自
身

が
そ
れ
を
望
ん
だ
か
ら
で
あ
り
、
彼
が
あ
る
と
き
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

自
分
が
「
攻
撃
者
」
だ
か
ら
だ
、
と
強
調
し
た
（ebd., S. 86

）。
し
か
し

ま
た
、
こ
の
と
き
に
彼
は
、
独
白
の
中
で
、
こ
れ
は
「
自
分
自
身
の
意
志

に
基
づ
く
」
行
動
だ
と
限
定
し
て
い（
る33）。
こ
の
行
動
が
彼
に
と
っ
て
ひ

じ
ょ
う
に
重
要
だ
っ
た
の
は
、
彼
が
別
の
機
会
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

自
分
は
「
い
つ
も
自
由
で
あ
り
」（ebd., S. 12

）（
一
二
頁（
）34）た
い
と
願
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、「
少
な
く
と
も
ご
く
初
め
の
う
ち
は
」
彼
は
そ
れ

に
成
功
し
て
い
た
の
で
あ
る
（ebd., S. 85

）（
六
八
頁
）。

 

こ
の
主
張
を
検
証
し
て
み
る
と
、
基
本
的
に
は
Ｋ
が
村
へ
通
じ
る
橋
を

越
え
た
瞬
間
ま
で
し
か
そ
れ
は
妥
当
し
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
以
降
、
彼
の
行
動
は
反
応
的
だ
っ
た
。
こ
の
行
動
の
仕
方
が
ハ
ン

ド
ゥ
ル
ン
グ
全
体
の
意
味
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
は
、
す
で
に

最
初
の
場
面
に
ひ
じ
ょ
う
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。

 

宿
屋
で
の
最
初
の
眠
り
か
ら
起
こ
さ
れ
、
城
の
領
地
に
と
ど
ま
る
と
い

う
彼
の
権
利
が
怪
し
く
な
っ
た
こ
と
を
知
る
と
、
Ｋ
は
は
じ
め
の
う
ち
は

そ
の
非
難
に
か
か
わ
り
あ
う
が
、
し
か
し
そ
の
後
、
攻
撃
が
最
良
の
防
御

だ
と
確
信
し
て
、
彼
の
側
か
ら
攻
勢
に
転
じ
た
。
彼
は
城
の
役
人
に
「
ひ

ど
く
低
い
声
で
」、
相
手
が
「
い
さ
さ
か
で
し
ゃ
ば
り
す
ぎ
た
よ
う
だ
」

（ebd., S. 7
）（
八
頁
）、
と
注
意
を
促
し
た
。「
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
」

と
彼
は
続
け
た
、「
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お
い
て
も
ら
お
う
。
わ
た
し
は
、
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伯
爵
に
呼
ば
れ
て
来
た
測
量
師
だ
。
道
具
を
た
ず
さ
え
た
助
手
た
ち
は
、

あ
す
車
で
追
っ
か
け
て
く
る
は
ず
に
な
っ
て
い
る
。」（ebd., S, 7

）（
八
頁
）。

 
相
手
を
は
じ
め
は
沈
黙
さ
せ
た
こ
の
主
張
が
反
撃
的
性
格
を
持
つ
こ

と
、
そ
れ
が
反
応
的
態
度
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
主
張
が
虚
偽

だ
っ
た
と
い
う
事
情
が
証
明
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
次
の
日
に
な
る
と
、

実
際
に
自
分
た
ち
を
Ｋ
の
助
手
だ
と
紹
介
す
る
二
人
の
若
者
た
ち
が
や
っ

て
き
た
が
、
し
か
し
、
彼
ら
は
け
っ
し
て
こ
れ
ま
で
Ｋ
に
仕
え
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
道
具
す
ら
持
っ
て
来
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
Ｋ
の
と
こ
ろ
へ

城
の
当
局
の
指
示
で
送
ら
れ
て
き
た
村
の
若
者
た
ち
だ
っ
た
。

 

Ｋ
の
反
応
的
態
度
は
さ
ら
に
別
の
状
況
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
明
瞭
に

現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｋ
は
村
に
お
け
る
か
つ
て
の
い
き
さ
つ
を
知

り
た
い
と
思
っ
て
い
た
、
そ
し
て
、
い
く
つ
か
の
長
い
会
話
に
お
い
て
そ

れ
に
つ
い
て
情
報
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
話
個
所
は
量
的
に

ひ
じ
ょ
う
に
膨
大
で
、
ハ
ン
ド
ゥ
ル
ン
グ
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｋ
が
宿
屋
「
橋
畔
亭
」
の
主
人
と
交
わ
す
二
つ
の
対

話
（
こ
の
対
話
は
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ
ー
ト
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
全
集
版
で
は
一

六
頁
と
一
五
頁
に
及
ぶ
）、
村
長
と
の
会
話
（
二
五
頁
）、
そ
し
て
特
に
オ
ル

ガ
と
い
う
名
前
の
村
の
娘
と
の
会
話
（
八
五
頁
）
に
つ
い
て
言
え
る
。
こ

れ
ら
の
対
話
だ
け
で
テ
ク
ス
ト
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
。

 

Ｋ
が
し
ば
し
ば
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
情
報
を
集
め
た
と
い
う
事
情

は
、
彼
が
潜
在
優
位
性
に
規
定
さ
れ
た
態
度―

―

こ
の
場
合
に
は
、
彼
は

実
際
に
「
攻
撃
者
」
で
あ
る
だ
ろ
う
が―

―

を
な
ぜ
外
見
的
に
し
か
と
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
村
の
現
状
が
十
分
に
わ
か
ら

な
け
れ
ば
、
自
分
の
行
動
は
無
に
帰
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
彼
は
感
じ
た

の
で
あ
る
。

六

 

長
編
小
説
『
城
』
の
意
味
総
体
は
現
実
優
位
性
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
、

し
た
が
っ
て
、『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
や
『
マ
ル
テ
・
ラ
ウ
リ
ッ
ツ
・
ブ
リ
ッ

ゲ
の
手
記
』
と
は
別
の
時
代
的
意
味
連
関
に
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
リ
ル
ケ
の
作
品
に
お
い
て
証
明
で
き
る
こ
と
だ
が
、
こ

の
詩
人
の
場
合
に
は
一
九
二
二
年
に
、
つ
ま
り
、
カ
フ
カ
が
小
説
断
片

『
城
』
を
書
い
た
の
と
同
じ
年
に
、
潜
在
優
位
性
か
ら
現
実
優
位
性
へ
の

転
換
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
し
、
リ
ル

ケ
が
そ
の
当
時
も
っ
ぱ
ら
詩
の
み
を
書
い
て
い
た
た
め
に
、
詳
細
な
論
究

が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
同
じ
変
化
は
物
語
作
者
ト
ー
マ
ス
・
マ

ン
の
場
合
に
も
観
察
さ
れ
る
。
一
九
一
三
年
に
彼
は
後
に
大
長
編
小
説

『
魔
の
山
』
に
お
い
て
扱
う
こ
と
に
な
る
題
材
を
物
語
と
し
て
構
想
し
、

執
筆
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
一
九
一
五
年
に
彼
は
そ
の
仕
事
を
中
断
し

た
。
一
九
一
九
年
に
な
っ
て
や
っ
と
彼
は
そ
れ
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
、

こ
の
と
き
に
基
本
構
想
が
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
作
品
は
そ
の
後
一
九

二
四
年
に
、
す
な
わ
ち
カ
フ
カ
の
死
ん
だ
年
に
出
版
さ
れ
た
。『
ベ
ニ
ス

に
死
す
』
と
は
別
種
の
優
位
性
関
係
が
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
ひ
じ
ょ
う

に
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
そ
れ

ほ
ど
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
だ
ろ（
う35）。
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小
説
の
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
は
、
特
徴
的
な
こ
と
に
、
ア

シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
の
よ
う
に
芸
術
家
で
は
な
く
、
技
師
と
し
て
の
職
業
教
育

を
受
け
、
精
神
的
な
諸
問
題
と
ほ
と
ん
ど
関
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
若
者
で

あ
る
。
ス
イ
ス
の
結
核
療
養
所
に
病
気
の
従
弟
を
尋
ね
た
彼
は
、
患
者
た

ち
の
な
か
に
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
代
表
し
て
い
る

と
見
え
る
き
わ
め
て
特
異
な
人
物
た
ち
に
出
会
う
。
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル

プ
は
自
分
に
押
し
寄
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
に
魅
了
さ
れ
る
。
彼
が
耳
に

す
る
さ
ま
ざ
ま
が
世
界
の
ま
っ
た
く
新
し
い
局
面
を
彼
に
開
く
。
彼
は
そ

の
ほ
と
ん
ど
を
、
彼
が
た
び
た
び
口
に
す
る
よ
う
に
、「
き
わ
め
て
聞
く

に
値
す
る
」
と
思
う
。
彼
に
と
っ
て
、
ま
る
で
生
の
い
っ
そ
う
崇
高
な
さ

ら
に
別
の
意
味
が
存
在
す
る
に
ち
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ

る
時―

―

「
雪
」
の
章
で―

―

彼
は
こ
の
意
味
を
実
際
に
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
と
期
待
す
る
。

 

人
の
話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
基
づ
い
て
生
き
る
と
い
う
欲
求
と
そ
う

せ
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
と
い
う
点
で
、
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
は
『
城
』

の
測
量
師
Ｋ
に
酷
似
し
て
い
る
。
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
基
本
態
度
も

現
実
優
位
性
に
刻
印
さ
れ
た
意
味
連
関
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

構
造
化
さ
れ
た
世
界
像
の
経
験
は
、
一
九
二
〇
年
頃
か
ら
五
〇
年
代
に
至

る
ま
で
観
察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
書
『
反
権
威
運
動
の
時
代
的

背
景（
』36）で
報
告
さ
れ
た
。
例
と
し
て
ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ロ
ッ
ホ
、
ベ
ル
ト
ル

ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
、
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
レ
ー
マ
ン
、
カ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
ロ
フ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ベ
ル
、

イ
ル
ゼ
・
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
作
品
が
上
げ
ら
れ
た
。
カ
イ
ロ
大
学
で
行
わ

れ
た
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
二
〇
世
紀
の
エ
ジ
プ
ト
文
学
作
品
が
調

べ
ら
れ
、
そ
の
時
に
約
一
二
名
の
作
家
た
ち
に
つ
い
て
現
実
優
位
性
が
証

明
さ
れ（
た37）。

 

こ
の
場
合
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
た
ち
が
多
数
の
形
象
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
個
人
的
に
解
釈
し
た
時
代
的
意
味
シ
ス
テ
ム
を
定
式
と
し
て
記
述

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
定
式
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
『
ガ

ラ
ス
玉
演
戯
』
を
思
い
浮
か
べ
る
な
ら
ば
、
あ
る
種
の
具
体
性
を
も
っ
て

も
っ
と
も
よ
く
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

舞
台
を
未
来
に
置
く
こ
の
小
説
で
は
、
い
っ
さ
い
の
も
の
が
、
と
り
わ

け
文
化
的
な
も
の
が
市
場
化
へ
の
傾
向
に
頽
落
し
た
状
況
が
描
か
れ
る
。

人
類
の
偉
大
な
文
化
価
値
は
商
品
と
な
り
、
思
う
ま
ま
に
操
作
可
能
な
魂

な
き
事
物
と
化
し
た
。
こ
の
状
況
に
圧
倒
さ
れ
、
日
常
生
活
か
ら
引
き
下

が
っ
て
、
宗
教
教
団
に
似
た
、
だ
が
、
神
の
崇
拝
で
は
な
く
人
類
文
化
の

救
済
を
そ
の
任
務
と
み
な
す
一
種
の
教
団
を
創
設
す
る
人
々
が
い
る
。
こ

の
救
済
は
、
文
化
価
値
を
観
察
す
る
場
合
に
、
そ
の
時
間
的
お
よ
び
事
物

的
形
象
を
無
視
し
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
を
捉
え
、
定
式
と
し
て
記
述
す

る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
そ
の
本
質
的
な
も
の

と
は
時
間
超
越
的
な
構
造
に
あ
る
。

 

一
九
二
〇
年
前
後
に
始
ま
っ
た
現
実
優
位
性
を
備
え
た
期
の
定
式
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

現
実
性
：
時
間
過
程
に
お
け
る
生
の
事
物
性

（Die Dinghaftigkeit des Lebens innerhalb zeitlicher 
Abläufe;

）
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潜
在
性
：
非
事
物
的
実
存
へ
の
能
力

（Die Fähigkeit zu außerdinglichen Existenz;

）

結
果
性
：
発
見
可
能
な
も
の
と
し
て
の
没
時
間
的
構
造

（Zeitlose Strukturen in ihrer Entdeckbarkeit.

）

 

お
そ
ら
く
、
カ
フ
カ
が
小
説
『
城
』
を
書
い
て
い
た
と
き
に
も
、
彼
の

眼
前
に
現
わ
れ
た
の
は
こ
の
定
式
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
意
味
連
関
だ
っ

た
。
現
実
構
成
素
に
と
っ
て
の
本
質
的
要
因
、
す
な
わ
ち
、
生
は
時
間
過

程
に
お
い
て
現
れ
る
と
い
う
要
因
を
、
カ
フ
カ
は
す
で
に
言
及
し
た
事
情

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
Ｋ
は
い
ま
現
に
村
に
あ
る
状
況
を
か
つ
て
起

こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
説
明
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
強
く
強
調
し
た
。
こ
れ
に
劣
ら
ず
生
の

事
物
性
と
い
う
要
因
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
る
。
Ｋ
は
、
村
の
住
人
た
ち

が
城
の
当
局
に
対
し
て
人
間
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
従
属
関
係
に
あ
る
、
と

い
う
印
象
を
受
け
た
。
す
で
に
彼
が
村
に
到
着
し
た
直
後
に
、
旅
館
に
い

る
農
夫
た
ち
が
「
文
字
通
り
苦
し
み
に
ひ
し
が
れ
た
よ
う
な
顔
」
を
し
て

い
る
の
が
彼
の
目
を
引
い
た
。

そ
の
頭
蓋
は
上
か
ら
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
よ
う
に
見

え
、
そ
の
表
情
は
頭
を
打
た
れ
た
と
き
の
苦
痛
が
そ
の
ま
ま
固
ま
っ

た
よ
う
な
顔
つ
き
で
あ
っ
た
。（ebd., S. 35

）（
二
九
頁
）

 

彼
が
あ
と
に
な
っ
て
知
る
よ
う
に
、
城
で
は
大
勢
の
役
人
た
ち
が
村
の

あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
文
書
に
書
き
と
め
る
こ
と
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ
の

場
合
に
、
役
人
た
ち
は
事
を
き
わ
め
て
細
心
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
村
で
は
た
え
ず
尋
問
が
行
わ
れ
、
そ
の
尋
問
で
そ

の
時
々
に
手
元
の
情
報
が
検
証
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま

な
城
の
役
所
は
彼
ら
の
仕
事
を
互
い
に
監
視
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
、
ど
の
役
所
も
つ
ね
に
チ
ェ
ッ
ク
任
務
を
担
っ
て
い
た
。
そ

の
た
め
役
人
た
ち
の
仕
事
は
山
積
し
、
互
い
に
悩
ま
せ
あ
っ
て
も
い
た
。

Ｋ
は
バ
ル
ナ
バ
ス
と
名
乗
る
あ
る
城
の
使
者
の
姉
か
ら
、
弟
の
活
動
が
ど

の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
を
詳
細
に
聞
か
さ
れ
た
。
そ
れ
は
弟
に
と
っ
て
唯

一
の
責
苦
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
い
つ
も
ま
る
で
単
な
る
物
の
よ
う

に
扱
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｋ
に
と
っ
て
最
悪
に
思
え
た
の
は
、
ほ
と
ん

ど
だ
れ
も
が
こ
の
状
況
と
折
り
合
い
を
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ

た
。
彼
が
知
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
と
き
村
の
娘
が
そ
の
人
格
的
尊
厳

を
ひ
ど
く
傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
、
役
人
に
反
抗
を
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
た
め
に
、
娘
だ
け
で
な
く
娘
の
家
族
の
す
べ
て
が
村
の
住
人
た
ち
に

よ
っ
て
排
撃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 

Ｋ
は
自
分
自
身
も
自
由
に
操
作
可
能
な
事
物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
つ
も

り
は
な
か
っ
た
。
彼
は
自
由
で
あ
り
た
い
と
望
ん
だ
。
戦
い
を
決
断
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
分
自
身
に
非
事
物
的
実
存
へ
の
能
力
が
あ
る
か

ど
う
か
試
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
い
ま
、
期
の
定
式
に
符
合
す

る
よ
う
に
、
こ
の
能
力
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
「
没
時
間
的
構
造
」
に
関

係
づ
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

 

Ｋ
の
目
的
、
彼
の
生
の
最
高
の
目
的
は
城
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
彼
は

ク
ラ
ム
と
名
乗
る
城
の
役
人
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
た―

―

そ
れ
は
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い
ま
言
及
し
た
城
の
使
者
を
通
し
て
彼
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た

―
―

そ
の
手
紙
で
彼
は
、「
ご
存
知
の
よ
う
に
」領
主
の
仕
事
に
採
用
さ
れ
、

村
長
を
そ
の
直
近
の
上
司
と
み
な
す
よ
う
に
、
と
伝
え
ら
れ
た
。
そ
れ
以

来
、
Ｋ
は
こ
の
ク
ラ
ム
と
い
う
役
人
と
個
人
的
に
接
触
し
よ
う
と
努
力
し

た
。
フ
リ
ー
ダ
と
称
す
る
旅
館
の
給
仕
女
か
ら
彼
女
が
ク
ラ
ム
の
愛
人
だ

と
聞
く
と
、
彼
女
を
通
じ
て
こ
の
関
係
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
と
期
待
し
て
、
彼
女
と
親
密
な
関
係
を
結
ん
だ
。
彼
は
そ
の
と
き
ク

ラ
ム
自
身
に
対
し
て
は
個
人
的
な
い
か
な
る
関
心
も
抱
い
て
い
な
か
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
と
あ
る
。

Ｋ
に
と
っ
て
骨
折
り
甲
斐
の
あ
る
こ
と
は
、
ク
ラ
ム
の
身
近
に
い
る

と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
自
分
が
、
ほ
か
の
だ
れ
で
も
な

く
自
分
だ
け
が
自
分
の
願
い
ご
と
、
こ
れ
ま
た
余
人
な
る
ぬ
自
分
自

身
の
願
い
ご
と
を
も
っ
て
ク
ラ
ム
に
近
づ
く
こ
と
、
し
か
も
、
ク
ラ

ム
に
近
づ
い
て
、
そ
こ
で
安
住
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ク
ラ
ム

を
通
り
す
ぎ
て
、
さ
ら
に
城
の
な
か
に
は
い
り
こ
む
こ
と
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。（ebd., S. 163

）（
一
二
三
頁
）

 

も
ち
ろ
ん
Ｋ
は
、
城
の
使
者
バ
ル
ナ
バ
ス
が
仕
え
て
い
る
城
の
あ
の
部

分
、
し
か
も
、
そ
こ
で
は
彼
が
ま
さ
に
役
人
ク
ラ
ム
に
よ
っ
て
も
完
全
に

個
人
的
に
無
視
さ
れ
て
い
る
城
の
部
分
に
憧
れ
た
の
で
は
な
い
。
Ｋ
は
城

の
も
っ
と
内
部
に
あ
る
別
の
部
分
へ
辿
り
つ
き
た
い
と
願
っ
た
、
も
っ
と

す
ば
ら
し
い
世
界
に
あ
る
と
彼
が
期
待
し
た
部
分
へ
。
そ
の
世
界
を
ど
の

よ
う
に
思
い
描
い
て
い
た
か
を
、
彼
は
け
っ
し
て
語
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
厭
わ
し
い
世
界
は
彼
に
と
っ
て
い
っ
さ
い
の
生
の
事
物
化
と
い
う
特

徴
の
も
と
に
現
わ
れ
た
か
ら
、
彼
が
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
て
い
た
の
は
超

事
物
的
・
非
事
物
的
世
界
、
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く
実
際
に
は
構
造
の

世
界
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
Ｋ
は
、
彼
の
個
人
的
な
態
度
を
非
事
物
的
世

界
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
前
提
条
件
の
も
と
で
し
か
、
自
分

の
目
標
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
態
度
が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
、
彼
に
と
っ
て
城
の
使
者
バ
ル
ナ
バ
ス
の
姿
に
は
っ
き
り
現

わ
れ
て
い
た
。
バ
ル
ナ
バ
ス
が
城
の
使
者
と
し
て
の
任
務
を
申
し
出
た
の

は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
姉
た
ち
の
一
人
の
た
め
に
何
か
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
彼
が
期
待
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
彼
女
、
ア
マ
ー
リ
ア
と
は
、

先
に
言
及
し
た
城
の
役
人
の
意
志
に
反
抗
し
た
あ
の
娘
の
こ
と
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
バ
ル
ナ
バ
ス
は
ア
マ
ー
リ
ア
の
た
め
に
城
の
事
務
局
で
の
苦
悩

を
わ
が
身
に
引
き
受
け
、
さ
ら
に
は
自
分
の
行
為
が
何
ら
か
の
成
果
を
も

た
ら
す
か
ど
う
か
と
い
う
不
断
の
確
信
の
な
さ
を
も
引
き
受
け
た
の
で
あ

る
。
こ
の
内
面
的
な
態
度
が
Ｋ
を
魅
了
し
、
彼
に
と
っ
て
重
要
と
思
え
る

仕
方
で
バ
ル
ナ
バ
ス
の
振
る
舞
い
に
現
わ
れ
た
。

バ
ル
ナ
バ
ス
は
背
た
け
が
ほ
ぼ
Ｋ
と
お
な
じ
く
ら
い
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
視
線
は
Ｋ
の
ほ
う
を
見
お
ろ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
へ
り
く
だ
っ
た
よ
う
な
見
お
ろ
し
か
た
で

あ
っ
た
。
こ
う
い
う
男
が
だ
れ
か
に
恥
を
か
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
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あ
り
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
一
介
の
使
者
に
す
ぎ
ず
、
自
分
が

配
達
し
て
ま
わ
る
手
紙
の
内
容
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
使
い
の
内

容
を
な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
彼
の
眼
つ
き
や
微
笑

や
歩
き
ぶ
り
を
見
て
も
、
使
い
の
用
向
き
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
た
。
Ｋ
は
親
し
み
を
こ
め
て
手
を
さ
し
だ
し
た
。

す
る
と
、
バ
ル
ナ
バ
ス
は
こ
の
し
ぐ
さ
に
お
ど
ろ
い
た
よ
う
だ
っ

た
。
と
い
う
の
も
、
ぺ
こ
り
と
お
辞
儀
だ
け
を
し
て
帰
る
つ
も
り

だ
っ
た
の
で
あ
る
。（ebd., S. 41

）（
三
四
頁
）

 

バ
ル
ナ
バ
ス
は
自
分
を
下
僕
だ
と
理
解
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
は
け
っ
し
て
卑
屈
で
は
な
か
っ
た
。
彼
か
ら
は
崇
高
さ
が
溢
れ
出

て
い
た
、
だ
が
、
そ
れ
は
恭
順
な
崇
高
さ
だ
っ
た
。
彼
は
使
者
と
し
て
の

自
分
の
務
め
を
実
に
ま
じ
め
に
受
け
止
め
て
い
た
、
だ
が
、
手
紙
の
内
容

を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
ひ
と
つ
の
関
係
を
仲
介
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て

い
た
の
で
あ
る
。

 

こ
の
つ
つ
ま
し
さ
が
な
か
っ
た
ら
、
バ
ル
ナ
バ
ス
は
城
で
自
分
の
務
め

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
彼
の
上
司
と
は
Ｋ

の
上
司
で
も
あ
る
あ
の
役
人
の
ク
ラ
ム
だ
っ
た
。
ク
ラ
ム
は
め
っ
た
に
村

に
来
な
か
っ
た
。
彼
を
直
接
「
見
た
人
も
い
ま
す
し
」、
と
Ｋ
は
あ
る
と

き
聞
か
さ
れ
た
、「
噂
だ
け
な
ら
だ
れ
で
も
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
目
撃
談
や
噂
、
そ
れ
に
事
実
を
捏
造
し
よ
う
と
す
る
下
心
も
い

く
ら
か
加
わ
っ
て
、
い
つ
し
か
ク
ラ
ム
像
と
い
う
も
の
が
つ
く
り
あ
げ
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
ク
ラ
ム
像
は
、
た
ぶ
ん
本
物
と
だ
い
た
い
の

と
こ
ろ
は
合
致
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
だ
い
た
い
に

す
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
の
他
の
点
で
は
変
わ
り
や
す
く
、
と
言
っ
て
も
、

も
し
か
し
た
ら
ク
ラ
ム
の
ほ
ん
と
う
の
姿
ほ
ど
は
変
わ
り
や
す
く
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ク
ラ
ム
は
、
村
に
や
っ
て
く
る
と
き
と
村
か
ら
出
て
い

く
と
き
と
で
は
、
ま
る
で
違
っ
て
見
え
る
そ
う
で
す
。
ビ
ー
ル
を
飲
む
ま

え
と
飲
ん
で
か
ら
と
で
は
違
う
し
、
目
ざ
め
て
い
る
と
き
と
眠
っ
て
い
る

と
き
と
で
も
違
い
、
ひ
と
り
き
り
の
と
き
と
だ
れ
か
と
話
し
を
し
て
い
る

と
き
と
で
も
違
う
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
知
る
べ
し
で
す
が
、

上
の
城
に
い
る
と
き
は
、
が
ら
り
と
別
人
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と

で
す
。」（ebd., S. 257

）（
一
九
七
頁
）

 

バ
ル
ナ
バ
ス
は
ク
ラ
ム
に
つ
い
て
村
人
以
上
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
、
役
人
に
話
し
か
け
ら
れ
て
も
、
こ
の
役
人
が
実
際
に

ク
ラ
ム
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
っ
た
く
の
別
人
な
の
か
、
彼
に
は
全
然
確

信
が
持
て
な
か
っ
た
。

 

ク
ラ
ム
の
特
定
の
事
物
的
外
観
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

た
だ
彼
の
「
基
本
的
特
徴
」
と
い
う
点
に
お
い
て
し
か
、
す
な
わ
ち
構
造

的
特
質
と
い
う
点
に
お
い
て
し
か
彼
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し

か
も
、
こ
の
こ
と
が
彼
に
つ
い
て
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
Ｋ
が
憧

れ
求
め
る
城
の
内
部
地
域
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
妥
当
し
た
。
そ
の
地
域
に

は
、
非
事
物
的
関
係
を
注
視
し
、
そ
こ
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
を
学
ん
だ

も
の
で
な
け
れ
ば
、
だ
れ
も
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

 

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
が
小
説
『
城
』
を
書
い
た
と
き
に
、『
魔
の
山
』

を
仕
上
げ
た
と
き
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
、
あ
る
い
は
『
ガ
ラ
ス
玉
演
戯
』
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を
形
象
化
し
た
と
き
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
と
同
じ
意
味
連
関
が
彼
の
眼

前
に
壁
の
よ
う
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
し
、
カ

フ
カ
の
『
城
』
は
近
代
の
彼
岸
で
そ
の
当
時
始
ま
っ
た
時
代
の
初
期
の
証

言
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
近
代
が
始
ま
っ
て
以
降
、
世
界

の
意
味
は
此
岸
的
な
三
次
元
的
事
物
の
う
ち
に
そ
の
正
当
な
代
表
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
基
本
的
確
信
が
存
在
し
た
。
第
一
次
世
界
大

戦
前
後
以
降
に
な
る
と
、
事
物
的
世
界
の
彼
岸
に
構
造
的
世
界
が
発
見
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
展
開
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
西
欧
文
化
を
作
り
変
え
て
き
た
多
く
の
観
念
は
そ
れ
以
前

の
意
味
を
失
っ
た
。
根
本
的
に
新
た
な
方
向
づ
け
を
す
る
必
要
が
生
じ

た
。
し
か
し
、
今
日
に
至
る
ま
で
そ
れ
が
十
分
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
二
〇
世
紀
の
歴
史
は
こ
う
し
た
救
い

よ
う
の
な
さ
を
ま
す
ま
す
増
大
さ
せ
て
い
る
。

 

『
魔
の
山
』
や
『
ガ
ラ
ス
玉
演
戯
』
と
い
っ
た
作
品
に
注
目
す
る
と
き
、

二
〇
世
紀
に
お
け
る
こ
の
展
開
は
ほ
と
ん
ど
理
解
し
が
た
く
見
え
る
。
と

い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
新
種
的
な
意
味
連
関
へ
適
応

す
る
こ
と
は
な
る
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
と
も
思
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
展
開
に
カ
フ
カ
の
小
説
『
城
』
は
い
っ
そ
う

合
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
の
Ｋ
に
は
、
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ

の
よ
う
に
、
世
界
の
内
奥
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
。
し
か
も
ま
た
、
ヘ
ッ
セ
の
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ク
ネ
ヒ
ト
の
よ

う
に
、
偉
大
な
演
戯
に
お
い
て
人
類
の
文
化
価
値
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
も

Ｋ
に
は
で
き
な
い
。
カ
フ
カ
は
ほ
か
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ

た
困
難
を
も
っ
と
は
っ
き
り
と
見
て
、
認
識
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
れ

ら
の
困
難
は
も
し
か
し
た
ら
今
日
ま
で
克
服
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う

か
？　

Ｋ
が
な
ぜ
城
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
い
は
、
文
学
的

意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

七

 

一
方
で
は
『
魔
の
山
』
お
よ
び
『
ガ
ラ
ス
玉
演
戯
』
と
、他
方
で
は
『
城
』

と
の
間
の
本
質
的
な
相
違
は
、
こ
れ
ら
の
著
書
の
読
者
で
あ
れ
ば
容
易
に

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
あ
げ
た
二
つ
の
小
説
は
カ
フ
カ
の
作

品
に
比
べ
て
「
実
在
的
」realistisch

で
、「
実
在
性
」Realität

に
い
っ

そ
う
の
信
頼
を
置
い
て
い
る
。「
実
在
性
」
と
は
、
い
ま
の
思
考
連
関
に

お
い
て
は
、「
事
物
性
」Dinglichkeit

と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
お
よ
び
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
は
新
し
い
構
造
の
時

代
に
一
歩
を
踏
み
入
れ
た
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
事
物
へ
の
近
代

的
信
仰
を
完
全
に
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
近
代
の
最
終
期
か
ら

ポ
ス
ト
近
代
の
第
一
期
へ
の
移（
行38）は
、
彼
ら
の
場
合
た
い
し
て
大
き
な
困

難
な
し
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
場
合
に
は
ち
が
っ
て
い
た
。

 
彼
の
場
合
に
は
、
物
語
『
判
決
』
を
執
筆
し
た
一
九
一
二
年
以
降
に
深

刻
な
動
揺
が
生
じ（
た39）。
そ
れ
は
単
に
個
人
的
な
だ
け
で
な
く
時
代
的
な
種

類
の
動
揺
だ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
動
揺
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ハ
イ
ム
、
ア
ル

フ
レ
ー
ト
・
デ
ー
ブ
リ
ン
、
ヤ
ー
コ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ホ
ッ
デ
ィ
ス
（
彼
の
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場
合
に
は
す
で
に
一
九
一
〇
年
以
降
に
）、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
、

ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
、
カ
ー
ル
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ゾ
ル
ゲ
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ム
な
ど
の
よ
う
な
ほ
か

の
作
家
た
ち
に
つ
い
て
も
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
、
構
成
素
分
析
的
に
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
基
本
モ
デ
ル
に
現
わ
れ
た
。
こ
の
時
代
史
的
構
造

の
持
続
期
間
は
き
わ
め
て
短
い
が
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
中
間
期

を
構
成
し
た
。

 

中
間
期
は
、
リ
ル
ケ
の
『
マ
ル
テ
』
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
ベ
ニ
ス

に
死
す
』
を
そ
の
範
例
と
し
て
あ
げ
た
あ
の
潜
在
優
位
性
を
備
え
た
期
に

直
接
続
い
て
い
た
。
そ
の
基
本
テ
ー
マ
は
自
我
の
状
態
、
す
な
わ
ち
、
自

分
を
取
り
巻
く
世
界
の
諸
部
分
を
自
分
自
身
の
無
限
性
の
表
象
へ
変
換
す

る
能
力
を
試
す
と
こ
ろ
の
あ
の
創
造
的
自
我
の
状
態
だ
っ
た
。
こ
の
創
造

的
自
我
に
よ
っ
て
新
し
い
驚
く
べ
き
経
験
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
フ

カ
が
一
九
一
四
年
五
月
二
九
日
に
日
記
に
記
し
た
ス
ケ
ッ
チ
に
基
づ
い

て
、
そ
の
経
験
を
じ
つ
に
明
瞭
か
つ
簡
潔
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
は
「
僕
は
プ
ラ
ン
を
練
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
。

ス
ケ
ッ
チ
は
ま
ず
、
創
造
的
自
我
が
惨
め
な
状
態
に
あ
る
と
き
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
プ
ラ
ン
が
彼
に
と
っ
て
持
つ
意
味
に
つ
い
て
述
べ
る
。
と
こ
ろ

が
、
プ
ラ
ン
が
現
わ
れ
る
と
、
実
際
に
は
す
べ
て
が
ま
っ
た
く
違
っ
た
も

の
と
な
る
。
プ
ラ
ン
は
「
馬
鹿
で
か
い
車
」
の
姿
を
し
て
現
れ（
る40）。

最
初
の
小
さ
な
昇
降
段
が
ぼ
く
の
足
の
下
に
ゆ
っ
く
り
入
っ
て
く

る
。
よ
り
幸
せ
な
国
々
の
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
の
馬
車
に
の
っ
て
い
る
よ

う
な
裸
の
娘
た
ち
が
、
ぼ
く
を
階
段
の
上
の
後
ろ
の
ほ
う
へ
連
れ
て

行
く
。
娘
た
ち
が
宙
に
浮
か
ん
で
い
る
の
で
ぼ
く
も
浮
か
び
、
平
静

を
命
じ
る
手
を
振
り
あ
げ
る
。
薔
薇
の
茂
み
が
か
た
わ
ら
に
あ
る
。

香
を
た
く
焔
が
燃
え
た
ち
、
月
桂
冠
が
お
ろ
さ
れ
、
人
々
は
ぼ
く
の

目
の
前
や
頭
上
に
花
を
ま
き
散
ら
す
。
石
像
の
よ
う
な
二
人
の
ラ
ッ

パ
手
が
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
を
吹
き
鳴
ら
し
、
細
民
た
ち
が
指
導
者
た

ち
の
あ
と
か
ら
隊
伍
を
組
ん
で
大
勢
走
っ
て
く
る
。
が
ら
ん
と
し
て

人
気
の
な
い
、
き
ち
ん
と
区
分
け
さ
れ
た
空
席
が
た
ち
ま
ち
黒
く
な

り
、
人
々
が
う
ご
め
き
、
超
満
員
に
な
る
﹇
…
…
﹈

 

プ
ラ
ン
に
助
け
ら
れ
て
、
創
造
的
自
我
は
彼
自
身
の
高
揚
状
態
へ
高
ま

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
我
は
人
間
存
在
と
し
て
の
時
間
的
被
制
約
性
を
越

え
、
自
分
を
永
遠
の
円
環
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ぼ
く
は
自
分
が
人
間
的
努
力
の
極
限
に
達
し
た
の
を
感
じ
、
高
い
と

こ
ろ
に
立
っ
て
、
自
発
的
に
、
そ
し
て
突
然
わ
が
身
に
備
わ
っ
た
技

能
に
よ
っ
て
、
何
年
も
前
に
感
心
し
た
こ
と
の
あ
る
蛇
男
の
曲
芸
を

や
る
。
つ
ま
り
、
ぼ
く
は
ゆ
っ
く
り
体
を
反
り
返
ら
せ
て
い
っ
て

﹇
…
…
﹈、
頭
と
上
体
を
自
分
の
股
の
間
を
く
ぐ
ら
せ
て
、
し
だ
い
に

ま
た
ふ
た
た
び
直
立
し
た
人
間
と
し
て
立
つ
の
だ
。

 

自
己
自
身
を
円
環
と
し
て
閉
じ
る
創
造
的
自
我
と
い
う
像
は
、
ア
シ
ェ

ン
バ
ッ
ハ
が
一
人
の
少
年
に
感
じ
取
っ
た
美
を
神
的
な
も
の
へ
と
高
め
た
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と
き
に
生
み
出
し
た
像
に
符
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
フ
カ
の
場
合
に

は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
最
後
の
高
揚
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？　

そ
う
ら
し
い
、
と
い
う
の
は
、
眼
下
に
低
く
大
き
く
広
が
る

国
土
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
門
か
ら
、
角
の
生
え
た
小
悪
魔
ど
も
が

ど
っ
と
あ
ふ
れ
出
て
き
て
、
い
っ
さ
い
の
も
の
を
乗
り
こ
え
て
走
っ

て
く
る
の
が
見
え
る
か
ら
だ
。
彼
ら
の
足
に
踏
ま
れ
る
と
す
べ
て
の

も
の
が
真
中
か
ら
割
れ
、
彼
ら
の
小
さ
な
尻
尾
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を

消
し
去
り
、
た
ち
ま
ち
五
十
の
悪
魔
の
尻
尾
が
ぼ
く
の
顔
を
こ
す

り
、
大
地
は
柔
ら
か
く
な
り
、
ぼ
く
の
片
足
が
め
り
こ
み
、
次
い
で

も
う
一
方
の
脚
も
沈
む
。
ぼ
く
が
ぐ
ん
ぐ
ん
垂
直
に
沈
ん
で
い
く
そ

の
深
い
底
に
向
か
っ
て
、
う
し
ろ
か
ら
娘
た
ち
の
叫
び
声
が
追
っ
て

く
る
。
穴
の
直
径
は
ち
ょ
う
ど
ぼ
く
の
体
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
深
さ

に
は
果
て
し
が
な
い
。
こ
の
果
て
し
な
さ
は
、
い
か
な
る
特
別
な
仕

事
へ
も
唆
し
は
し
な
い
。
ぼ
く
の
や
る
こ
と
は
み
な
ち
っ
ぽ
け
な
こ

と
ば
か
り
だ
ろ
う
。
ぼ
く
は
意
味
も
な
く
落
ち
て
い
く
。
そ
れ
が
一

番
い
い
こ
と
な
の
だ
。（Kafka, 1948, S. 383‒384

（
）41）

 

創
造
的
自
我
が
超
人
間
的
な
も
の
へ
高
揚
す
る
と
、
そ
の
時
に
は―

―

こ
れ
は
上
に
挙
げ
た
作
家
た
ち
の
共
通
の
経
験
だ
っ
た―

―

超
人
的
な
破

壊
力
の
虜
と
な
る
。
こ
の
破
壊
力
は
け
っ
し
て
い
ま
は
じ
め
て
生
ま
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
い
つ
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
い

ま
は
じ
め
て
、
つ
ま
り
創
造
的
自
我
が
い
っ
さ
い
の
桎
梏
か
ら
解
き
放
た

れ
た
い
ま
、
そ
の
破
壊
力
は
完
全
に
解
き
放
た
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ

を
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
詩
人
た
ち
が
彼
ら
の
経
験
を
キ
リ
ス
ト
教
の

原
罪
説
に
関
係
づ
け
た
。

 

す
で
に
挙
げ
た
作
家
た
ち
の
い
ず
れ
も
が
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
重
要

な
経
験
を
し
た
。
カ
フ
カ
は
そ
の
経
験
を
一
度
あ
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
お

い
て
じ
つ
に
簡
潔
に
要
約
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
楽
園
で
生
き
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
、
楽
園
は
わ
れ
わ
れ

に
仕
え
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
の
定
め
は
変
更
さ

れ
た
が
、
こ
れ
が
楽
園
の
定
め
に
つ
い
て
も
生
じ
た
と
は
言
わ
れ
て

い
な
い
。（Kafka, 1953. S. 48‒49

（
）42）

 

楽
園
は
依
然
と
し
て
存
在
し
た
、
し
か
も
、
そ
れ
は
人
間
に
依
然
と
し

て
仕
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
そ
の
当
時
な
さ
れ
た
い
ま

ひ
と
つ
の
補
足
的
な
経
験
だ
っ
た
。

 

カ
フ
カ
と
同
じ
よ
う
に
一
九
一
〇
年
以
降
に
世
界
の
深
刻
な
変
化
を
体

験
し
た
詩
人
た
ち
は
、
自
我
に
は
罪
と
潔
白
と
い
う
超
時
間
的
・
永
遠
的

な
力
が
働
い
て
い
る
た
め
に
、
自
我
は
そ
れ
自
身
の
力
で
は
何
一
つ
本
質

的
な
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
確
信
す
る
に
至
っ
た
。
こ

う
し
た
超
人
的
力
が
彼
ら
の
主
要
テ
ー
マ
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
記
述
す
る

に
あ
た
っ
て
、
詩
人
た
ち
は
し
ば
し
ば
自
然
的
な
表
象
を
用
い
た
。
こ
う
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し
て
、
カ
フ
カ
は
罪
の
力
に
よ
る
圧
倒
を
人
間
が
動
物
へ
変
身
す
る
と
い

う
表
象
に
お
い
て
（
物
語
『
変
身
』
に
お
い
て
）、
あ
る
い
は
何
年
も
前

か
ら
使
わ
れ
て
い
な
い
豚
小
屋
か
ら
馬
が
出
現
す
る
と
い
う
表
象
に
お
い

て
（『
田
舎
医
者
』
に
お
い
て
）
記
述
し
た
。
だ
が
、
そ
の
と
き
に
詩
人

た
ち
は
、こ
れ
ら
の
表
象
が―

―

『
田
舎
医
者
』
に
あ
る
よ
う
に―

―

「
こ

の
世
な
ら
ぬ
」
力
の
発
現
と
し
て
現
わ
れ
、
三
次
元
的
事
物
と
混
同
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
象
は
、
な
る

ほ
ど
現
実
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は

「
実
在
性
」
で
も
「
事
物
性
」
で
も
な
い
現
実
の
こ
と
だ
っ
た
。

 

こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
の
何
人
か
は
若
く
し
て
死
ん
だ
、
す
な
わ
ち
、
ハ

イ
ム
、
ト
ラ
ー
ク
ル
、
ゾ
ル
ゲ
、
シ
ュ
ト
ラ
ム
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
で
、

戦
争
で
死
ん
だ
者
も
い
た
。
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ン
の
よ
う
に
別
の
詩

人
た
ち
は
、
ま
さ
に
書
く
こ
と
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
経
験
を
抑
圧

し
よ
う
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
も
そ
の
経
験
に
立
ち
向
か
っ
た
が
、

ま
っ
た
く
特
別
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
、
問
題
の
経
験
を
抑
圧
し
よ
う
と
む

な
し
く
努
力
す
る
人
間
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。

 

一
九
二
二
年
一
月
以
降
に
、
カ
フ
カ
は―

―

一
年
間
の
文
学
的
沈
黙
の

の
ち
に―

―

『
最
初
の
悩
み
』、
あ
る
い
は
『
断
食
芸
人
』
と
い
っ
た
物

語
を
書
い
た
。
こ
れ
ら
の
構
成
素
構
造
は
も
は
や
中
間
期
に
で
は
な
く
、

『
魔
の
山
』
や
『
ガ
ラ
ス
玉
演
戯
』
の
期
に
符
合
し
て
い
る
。
一
九
二
二

年
二
月
か
ら
八
月
ま
で
の
時
期
に
彼
は
小
説
『
城
』
に
取
り
組
ん
だ
。
こ

の
作
品
の
意
味
総
体
は
、
た
し
か
に
す
で
に
上
げ
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
小
説
と
同
じ
期
構
造
に
関
係
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
近
代
の
終
焉
を
深
刻
に
み
ず
か
ら
に
お
い
て
体
験
し
、
そ
の
帰
結
を
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ひ
と
り
の
作
家
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
た
の

だ
っ
た
。

八

 

マ
ン
や
ヘ
ッ
セ
の
作
品
を
読
む
と
き
、
世
界
大
戦
前
後
の
時
代
が
あ
た

か
も
あ
る
種
の
大
気
変
化
を
伴
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
か
も
し
れ

な
い
。
構
成
素
分
析
を
実
行
し
て
み
る
と
、
潜
在
優
位
性
か
ら
現
実
優
位

性
へ
の
転
換
が
起
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
世
界

に
対
す
る
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
関
係
は
、
グ
ス
タ
ー
フ
・
ア
シ
ェ
ン

バ
ッ
ハ
の
そ
れ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
者

は
現
実
を
み
ず
か
ら
の
創
造
行
為
の
材
料
を
与
え
て
く
れ
る
石
切
り
場
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
利
用
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
若
い
カ
ス
ト
ル
プ
は

現
実
に
つ
い
て
説
き
聞
か
さ
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
彼
岸

に
永
遠
的
な
も
の
の
発
見
を
可
能
に
す
る
経
験
を
集
め
る
。
現
実
は
な
る

ほ
ど
そ
の
機
能
に
お
い
て
は
変
化
し
た
、
し
か
し
、
そ
の
実
態
に
お
い
て

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。『
魔
の
山
』
に
お
け
る
現
実
は
、

『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
因
果
法
則
に
支
配
さ
れ
る
空

間
的
・
時
間
的
な
持
続
連
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
的
諸
経
験
に
合

致
し
た
「
実
在
的
」
な
現
実
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
一
九
世
紀
の
現
実
解
釈
の
ひ
と
つ
を
決
定
的
と
み
な
し
た
ジ
ェ
ル

ジ
ュ
・
ル
カ
ー
チ
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
を
ま
さ
に
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の

― 174 ―



愛知大学　言語と文化　No. 14

（ 70）

ゆ
え
に
賞
賛
し
て
い
る
。

 
カ
フ
カ
は
、
一
九
世
紀
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
伝
統
を
継
承
し
な
か
っ
た
と

い
う
理
由
で
、
ル
カ
ー
チ
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
に
評
価
さ
れ
た
。

し
か
し
、
彼
の
小
説
『
城
』
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
的
特
徴
が
ま
っ
た
く
欠
け

て
い
る
わ
け
で
な
い
。
村
、
そ
の
家
々
と
調
度
類
、
さ
ら
に
は
村
の
住
人

た
ち
を
も
、
カ
フ
カ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
方
法
で
、
つ
ま
り
空
間
的
・
時

間
的
な
持
続
連
関
に
あ
る
「
事
物
」
と
し
て
描
写
し
た
。
単
な
る
事
物
の

模
像―

―

『
変
身
』
に
お
け
る
動
物
や
『
田
舎
医
者
』
に
お
け
る
馬
の
よ

う
な―

―

を
描
く
こ
と
を
彼
は
こ
こ
で
は
断
念
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

は
ま
た
『
城
』
に
お
い
て
リ
ア
リ
ズ
ム
的
様
式
か
ら
抜
け
出
て
も
い
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
現
実
の
事
物
が
因
果
法
則
だ
け
で
な
く
城
の
非
事
物
的
領

域
と
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
電
話
の
よ
う
な
技
術
的

事
物
さ
え
も
が
こ
の
領
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
媒
介
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
旅
館
と
し
て
使
わ
れ
、
完
全
に
実
在
的
な
印
象
を
与
え
る
建

物
は
、
外
見
上
は
確
固
た
る
事
物
的
形
象
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
に
見
え
る

客
た
ち
を
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
の
住
人
た
ち
は
す
べ
て
が
、

慣
例
に
則
っ
た
彼
ら
の
相
互
関
係
を
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
物
的
に

顕
現
す
る
こ
と
の
な
い
非
「
実
在
的
な
」
城
の
支
配
力
に
依
存
し
て
も
い

る
。

 

非
時
間
的
構
造
へ
高
揚
す
る
た
め
に
、
二
〇
年
代
と
と
も
に
始
ま
っ

た（
期43）の
時
代
的
な
意
味
シ
ス
テ
ム
が
課
し
た
の
が
、
現
実
の
事
物
性
と
時

間
性
と
を
潜
在
力
に
よ
っ
て
超
越
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
な
ら
、
カ

フ
カ
の
Ｋ
は
マ
ン
の
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
、
あ
る
い
は
ま
た
ヘ
ッ
セ
の

ヨ
ー
ゼ
フ
・
ク
ネ
ヒ
ト
に
比
べ
て
は
る
か
に
わ
ず
か
な
労
力
し
か
必
要
と

し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
二
人
の
現
実
と
は
ち
が
っ

て
、
彼
の
現
実
は
す
で
に
そ
れ
自
身
か
ら
し
て
い
っ
そ
う
崇
高
な
も
の
に

関
係
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
彼
に
と
っ
て
城
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
じ
つ
に
簡
単
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、
城
に
属
す
る
村
人
た
ち
を
越
え
て
、
彼
は
城
と
結
び
つ
い
て
い

る
。
も
し
彼
が
最
終
的
に
村
に
住
み
つ
く
決
心
を
す
れ
ば
、
彼
に
は
お
そ

ら
く
城
と
の
持
続
的
な
関
係
も
開
か
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｋ
に
と
っ

て
村
に
留
ま
る
こ
と
は
目
的
に
至
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
村
を
越
え

出
て
、
城
そ
の
も
の
の
中
へ
押
し
進
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
願
望

の
ゆ
え
に
、
彼
は
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
や
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ク
ネ
ヒ
ト
と

い
っ
た
人
物
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
有
利
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

し
か
し
、
こ
の
願
望
は
、
彼
の
場
合
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
結
果
を

も
た
ら
す
、
そ
し
て
、
こ
の
結
果
が
彼
の
状
況
を
ほ
か
の
二
人
の
小
説
の

人
物
た
ち
か
ら
著
し
く
区
別
す
る
。
こ
の
二
人
が
そ
の
行
動
に
お
い
て
現

実
優
位
性
を
備
え
た
期
の
所
与
の
諸
条
件
に
順
応
す
る
の
に
対
し
て
、
Ｋ

は―
―

こ
の
こ
と
を
わ
た
し
は
す
で
に
叙
述
し
よ
う
と
試
み
た
が―

―

主

導
権
は
自
分
に
あ
り
、
自
分
は
「
攻
撃
者
」
な
の
だ
と
嘯
く
。
彼
は―

―
誤
っ
て―

―

潜
在
優
位
性
に
刻
印
さ
れ
た
意
味
連
関
に
お
い
て
で
あ
れ
ば

可
能
な
態
度
を
自
分
に
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

 

こ
の―

―
カ
フ
カ
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た―

―

Ｋ
の
態
度
は
、
つ
い
に

は
、
彼
が
接
触
す
る
こ
と
に
な
る
人
間
を
あ
た
か
も
自
分
の
創
造
的
意
志

― 173 ―



時代史的連関におけるフランツ・カフカの小説『城』

（ 71）

の
単
な
る
道
具
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
に
至
る
。
酒
場
の
給
仕
女
フ

リ
ー
ダ
が
彼
に
愛
を
捧
げ
る
と
、
彼
は
な
る
ほ
ど
恋
愛
関
係
に
応
じ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
フ
リ
ー
ダ
が
こ
れ
ま
で
城
と
特
別
な
関
係
に
あ
っ

て
、
こ
の
関
係
を
城
に
対
す
る
自
分
の
関
係
へ
転
換
で
き
る
の
で
は
と
期

待
す
る
か
ら
で
あ
る
。
城
の
使
者
バ
ル
ナ
バ
ス
が
彼
の
も
と
を
訪
れ
る

と
、
Ｋ
は
彼
と
彼
の
性
格
に
は
じ
め
は
魅
了
さ
れ
る
が
、
す
ぐ
に
バ
ル
ナ

バ
ス
に
圧
力
を
か
け
、
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
彼
を
操
ろ
う
と
し
始
め

る
。
城
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
助
手
た
ち
が
彼
の
も
と
に
や
っ
て
来
た
と

き
、
彼
は
彼
ら
に
助
け
ら
れ
て
自
分
と
同
じ
人
間
を
従
順
な
事
物
に
変
え

よ
う
と
す
る
み
ず
か
ら
の
傾
向
を
克
服
す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
、
彼
が
彼
ら
の
一
人
に
注
意
を
集
中
し
よ
う
と
す
る
と
い
つ

も
、
も
う
一
人
が
の
う
の
う
と
そ
の
傍
ら
に
い
つ
づ
け
る
、
と
い
っ
た
経

験
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
助
手

た
ち
の
厄
介
な
一
対
性
に
直
面
し
た
と
き
に
、
彼
は
そ
の
創
造
的
意
志
を

グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
高
揚
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
彼
は
助
手
た
ち

に
説
明
す
る
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
と
イ
ェ
レ
ー
ミ
ア
ス
と
い
う
名
前
を
別
に

す
れ
ば
、
自
分
に
と
っ
て
そ
も
そ
も
彼
ら
を
区
別
す
る
も
の
は
何
も
な

い
、
と
。
ほ
か
の
人
々
は
自
分
た
ち
を
と
て
も
よ
く
区
別
で
き
る
よ
、
と

反
論
さ
れ
る
と
、
彼
は
答
え
る
。

そ
う
ら
し
い
な
、﹇
…
…
﹈
し
か
し
、
お
れ
は
、
自
分
の
眼
だ
け
で

見
る
ん
だ
。
お
れ
の
眼
で
は
、
お
ま
え
た
ち
の
区
別
が
つ
か
ん
。
そ

れ
で
、
お
ま
え
た
ち
を
ひ
と
り
の
人
間
の
よ
う
に
扱
う
﹇
…
…
﹈
お

れ
が
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
に
ど
こ
か
へ
行
っ
て
こ
い
と
言
っ
た
ら
、
ふ
た

り
と
も
行
く
ん
だ
ぞ
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
に
あ
る
仕
事
を
言
い
つ
け
た

ら
、
ふ
た
り
で
や
る
ん
だ
。﹇
…
…
﹈
お
れ
に
と
っ
て
は
、
お
ま
え

た
ち
は
ひ
と
り
の
人
間
だ
か
ら
な
。（ebd., S. 30

）（
二
五
頁
）

 

カ
フ
カ
は
Ｋ
を
し
て
同
胞
を
事
物
の
よ
う
に
扱
お
う
と
す
る
意
志
に
基

づ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
虚
構
を
作
り
出
さ
せ
た
。
こ
の
虚
構
に
よ
っ
て
、
Ｋ

は
自
分
の
現
実
が
自
由
に
何
と
で
も
な
る
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
反
し
て
た
び
た
び
自
分
に
言

い
聞
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
努
力
は
た

だ
こ
う
し
た
条
件
で
の
み
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

 

カ
フ
カ
は
彼
の
Ｋ
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
日
常
生
活
に
お

け
る
自
分
自
身
の
性
向
を
思
い
浮
か
べ
た
に
違
い
な
い
。
い
つ
も
彼
の
詩

的
批
判
は
ま
ず
第
一
に
自
己
批
判
だ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
現

実
が
非
事
物
的
力
に
も
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を

純
粋
に
「
実
在
的
な
」
現
実
と
し
て
解
釈
し
た
あ
の
す
べ
て
の
同
時
代
人

た
ち
も
そ
の
批
判
に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
同
時
代
人
に
は
多
く
の

作
家
た
ち
も
属
し
て
い
た
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の

よ
う
な
作
家
た
ち
も
彼
ら
に
属
し
て
い
た
。
カ
フ
カ
に
と
っ
て
、
現
実
を

「
実
在
的
」
に
表
現
す
る
と
い
う
の
は
錯
覚
に
基
づ
く
虚
構
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
彼
が
Ｋ
に
お
い
て
描
い
た
の
は
、
二
〇
世
紀
に
あ
り
な
が
ら

一
九
世
紀
の
諸
観
念
に
導
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
誤
っ
た
道
に
陥
っ
て
い
く

人
間
だ
っ
た
。
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し
か
し
、
ど
う
し
た
ら
Ｋ
は
誤
っ
た
道
に
進
む
の
を
回
避
で
き
た
だ
ろ

う
か
？　

カ
フ
カ
の
視
野
に
は
別
の
真
の
道
が
入
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
？

 

そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
村
に
定
住
し
、
そ
こ
で

村
人
た
ち
の
よ
う
に
生
き
る
と
い
う
可
能
性
に
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
道
を
進
め
ば
、
Ｋ
は
な
る
ほ
ど
不
安
定
な
虚

構
を
不
断
に
生
み
出
す
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
そ
し
て
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
そ
れ
は
い
っ
そ
う
の
誠
実
を
可
能
に
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｋ

は
そ
の
代
償
と
し
て
あ
ま
り
に
高
い
代
価
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
だ
ろ
う
。
村
の
人
々
は
城
の
支
配
を
卑
屈
な
態
度
で
受
け
入
れ
、
こ
の

卑
屈
さ
が
彼
ら
を
ほ
と
ん
ど
動
物
的
な
も
の
に
ま
で
還
元
し
て
し
ま
っ
て

い
た
。
だ
が
、
さ
ら
に
第
三
の
道
が
存
在
し
た
。

 

こ
の
道
は
Ｋ
が
城
の
使
者
バ
ル
ナ
バ
ス
を
通
し
て
気
づ
か
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
バ
ル
ナ
バ
ス
は
Ｋ
を
自
分
の
家
族
へ
と
導
き
入
れ
た
。
両
親
の

ほ
か
に
バ
ル
ナ
バ
ス
の
姉
た
ち
、
オ
ル
ガ
と
ア
マ
ー
リ
ア
と
も
Ｋ
は
知
り

合
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
あ
る
長
い
会
話
に
お
い
て
オ
ル
ガ
か
ら
、
ア

マ
ー
リ
ア
が
か
つ
て
い
つ
も
の
村
の
住
人
た
ち
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た

行
動
を
取
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
あ
る
城
の
役
人
が
人
間
的
な
尊
厳
を
傷

つ
け
る
理
不
尽
な
要
求
を
彼
女
に
し
た
。
ア
マ
ー
リ
ア
は
そ
れ
に
対
し
て

彼
を
き
っ
ぱ
り
拒
絶
し
た
の
だ
っ
た
。

 

役
人
の
意
志
に
屈
従
す
る
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
拒
絶
し
た
結
果
、
ア

マ
ー
リ
ア
は
、
彼
女
と
と
も
に
彼
女
の
家
族
全
員
ま
で
も
が
村
で
村
八
分

に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
城
に
対
し
て
自
由
な
人
間
と
し
て
行
動
す

る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
を
証
明
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
分
の

自
由
が
あ
れ
ほ
ど
に
も
重
要
だ
っ
た
Ｋ
に
と
っ
て
、
ア
マ
ー
リ
ア
は
手
本

と
な
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
城
と
の
関
係
を
完

全
に
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
城
に
発
す
る
い
っ
さ
い
が
尊
厳
を
傷
つ
け
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
自
身
ま
っ
た
く
逆
の
経
験
を
も
城
に
つ
い
て
し

て
い
た
。

 

村
に
入
っ
て
き
て
、
滞
在
許
可
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
追
放

さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
Ｋ
は
苦
し
ま
ぎ
れ
の
嘘
を
つ
い
て
、
自
分
は
測

量
師
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
の
だ
と
主
張
し
た
。
城
は
こ
の
主
張
を
意
志
の

表
明
と
受
け
止
め
、
測
量
師
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
彼
に
認
め
た
。
自

分
の
嘘
を
さ
ら
に
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
る
た
め
に
、
Ｋ
は
ま
た
、
自
分

に
は
手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
助
手
た
ち
が
い
て
、
彼
ら
は
翌
日
に
後
を
追

い
か
け
て
や
っ
て
く
る
、
と
主
張
し
た
。
ま
た
も
城
は
彼
に
対
し
て
応
じ

た
。
城
は
彼
の
も
と
へ
二
人
の
若
者
を
、
助
手
と
し
て
彼
に
仕
え
る
よ
う

に
と
の
任
務
を
課
し
て
、
送
っ
て
き
た
。
そ
れ
か
ら
は
し
か
し
、
Ｋ
は
そ

の
必
要
性
な
ど
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
土
地
の
新
た
な
測
量
に
は
無
頓
着

で
、
村
で
の
状
況
に
か
か
り
き
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
城
の
了
解
す

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
彼
の
活
動
に
は
満
足
し
て
い
る
、
と
彼
は
知
ら
さ
れ

た
。

 

城
は
ま
さ
に
愛
情
の
こ
も
っ
た
態
度
で
Ｋ
の
希
望
に
対
応
す
る
こ
と
が
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で
き
た
。
上
を
支
配
し
て
い
る
力
は
す
べ
て
が
悪
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
中
に
は
善
な
る
力
も
存
在
し
た
。
そ
の
こ
と
を
Ｋ
は
す
で

に
い
つ
も
考
え
て
い
た
。
た
だ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
彼
は
あ
れ
ほ
ど
に
も

城
の
中
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
切
望
し
た
の
だ
っ
た
。

 

二
つ
の
力
が
城
の
超
事
物
的
な
精
神
世
界
を
支
配
し
て
い
た
。
村
の

人
々
は
そ
れ
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
城
に
発
す
る
も
の
を
、
上
か

ら
来
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
、
す
べ
て
敬
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ア
マ
ー
リ
ア

は
、
彼
女
は
区
別
し
た
の
だ
っ
た
。
Ｋ
は
彼
女
を
見
習
う
こ
と
も
で
き
た

だ
ろ
う
。
第
三
の
道
は
精
神
を
区
別
す
る
こ
と
、
精
神
の
地
域
を
測
量
す

る
こ
と
へ
通
じ
て
い
た
。
城
に
お
け
る
善
な
る
力
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た

の
は
、
お
そ
ら
く
、
誰
か
が
こ
の
道
を
進
み
、
こ
の
課
題
を
引
き
受
け
る

こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
バ
ル
ナ
バ
ス
と
彼
の
姉
た
ち
は
Ｋ
が
そ
の
気
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
も
し
Ｋ
が
善
な
る
精
神
と
悪
し
き
精
神
と
を
区

別
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
ア
マ
ー
リ
ア
が
逆
ら
っ
た
の
は
悪
し

き
精
神
に
対
し
て
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。

そ
の
と
き
に
は
彼
女
の
名
誉
は
回
復
さ
れ
、
彼
女
の
家
族
は
村
八
分
を
解

か
れ
た
だ
ろ
う
。

 

カ
フ
カ
は
Ｋ
の
物
語
を
最
後
ま
で
書
き
あ
げ
な
か
っ
た
。
現
存
す
る
小

説
部
分
で
は
、
彼
の
Ｋ
に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
の
道
を
歩

む
こ
と
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
に
課
さ
れ
た
課
題
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
人
間
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
性
格
特
徴
に
よ
っ
て
、
Ｋ
は
、
振
り

返
っ
て
み
て
わ
か
る
の
だ
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
に
支
配
的
と
な
っ

た
精
神
的
傾
向
の
代
表
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
〇

 

善
と
悪
と
を
区
別
す
る
と
い
う
課
題
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
時
代
に

存
在
し
た
。
し
か
し
、
事
物
の
近
代
的
世
界
が
崩
壊
し
、
操
作
可
能
性
を

免
れ
た
力
が
生
の
経
験
を
規
定
し
始
め
て
か
ら
は
、
こ
の
課
題
は
中
心
的

な
意
味
を
持
っ
た
。
文
化
の
多
く
の
領
域
に
お
い
て
、
特
に
文
学
の
領
域

に
お
い
て
そ
の
課
題
が
引
き
継
が
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
の
詩
人
た
ち
の
中
で
そ
の
覚
悟
の
で
き
た
者
は
ほ
ん

の
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ

の
転
回
を
遂
げ
た
か
の
詩
人
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら
を
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ

や
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
何
年
か
に
世
界
経
験
の
深
刻
な
転
換
を
そ
の

作
品
に
お
い
て
表
現
し
た
ほ
か
の
詩
人
た
ち
の
正
当
な
後
継
者
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
ド
イ
ツ
語
詩
人
た
ち
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
と

同
じ
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
実
在
主
義
者
」Realisten

で
あ
り
続
け
よ

う
と
し
た
。
彼
ら
は
カ
フ
カ
の
Ｋ
と
同
じ
よ
う
な
態
度
を
と
り
、
偽
り
の

事
物
性
を
創
造
し
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
、
事
物
世
界
の
彼
岸
に
あ
る
精

神
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
貢
献
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼

ら
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
過
ぎ
去
る
や
、
い
ま
一
度
、
し
か
も
今
度

は
い
っ
そ
う
恐
る
べ
き
結
果
を
伴
っ
て
突
発
し
た
精
神
の
集
団
的
混（
乱44）に

対
す
る
共
同
責
任
が
あ
っ
た
。
こ
の
混
乱
は
け
っ
し
て
ド
イ
ツ
に
限
ら
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
ド
イ
ツ
の
地
で
特
に
猛

烈
に
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
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第
二
次
世
界
大
戦
期
に
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
知
識
人
の
共
同
責
任
を
予

感
し
た
。
ド
ク
ト
ル
・
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
め
ぐ
る
彼
の
長
編
小
説
に
お
い
て
、

彼
は
そ
の
予
感
を
形
象
化
し
た
。
作
曲
家
ア
ー
ド
リ
ア
ン
・
レ
ー
ヴ
ァ
ー

キ
ュ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
音
楽
の
超
事
物
的
世
界
と
の
関
係
の
み
が
唯
一

決
定
的
な
関
係
で
あ
る
。
彼
は
善
と
悪
の
精
神
を
区
別
し
な
い
。
し
か
も
、

彼
に
悪
し
き
精
神
が
現
わ
れ
、
そ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る

と
、
悪
し
き
精
神
を
も
彼
は
善
で
あ
る
と
呼
ぶ
。

 

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
描
い
た
悪
魔
は
、
た
だ
し
、
カ
フ
カ
の
非
事
物
的

な
も
の
の
表
象
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
の
本
質
場
を
人
間
的
な
も
の
の
外
部

に
持
つ
ひ
と
つ
の
力
を
代
表
し
て
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
内
な
る
高
度

の
混（
乱45）に
対
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。そ
の
か
ぎ
り
で
は
、ト
ー
マ
ス
・

マ
ン
は
彼
の
晩
年
の
作
品
に
お
い
て
も
な
お
「
実
在
主
義
者
」
で
あ
り
つ

づ
け
、
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
が
そ
の
実
存
に
つ
い
て
証
言
し
た
あ
の
現
実

を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
う
す
る
つ
も
り
も
な
か
っ

た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
恐
怖
は
、
ほ
か
の
作
家
た
ち
の
場
合
に
も
、
た

だ
例
外
的
に
思
惟
の
根
本
的
な
転
換
を
促
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

 

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
世
界
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
に
変
化

が
生
じ
始
め
た
か
に
見
え
る
。
複
数
の
作
家
た
ち―

―

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・

ハ
イ
ム
、
タ
ン
ク
レ
ー
ト
・
ド
ー
ル
ス
ト
、
ア
ド
ル
フ
・
ム
シ
ュ
ク―

―

は
、
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
悪
魔
と
い
う
表
象
を
ふ
た
た
び
取
り

上
げ
、
こ
れ
を
い
ま
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
比
べ
は
る
か
に
真
剣
に
考

え（
た46）。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
悪
魔
を
い
ま
現
に
存
在
す
る
現
実
の
支
配
者

と
し
て
描
写
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
た
の
は
、
構
成
素
分
析
的
に

証
明
可
能
な
期
の
意
味
シ
ス
テ
ム
の
転
換
と
の
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
。

ほ
か
の
作
家
た
ち
は
、
い
ま
ま
さ
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
期
の
経
験
か

ら
、
人
間
が
自
由
に
制
御
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま

な
破
壊
力
を
表
現
し
た
。
か
く
し
て
、
カ
フ
カ
が
彼
の
Ｋ
を
し
て
対
決
さ

せ
た
課
題
は
、
そ
の
条
件
を
変
え
て
、
い
ま
一
度
出
現
し
た
よ
う
に
見
え

る
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
課
題
は
い
ま
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
課
さ
れ
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
ぶ
ん
、
す
べ
て
の
個
人
の
決
断
に
大
い
に
か

か
っ
て
い
る
の
だ
。
カ
フ
カ
は
精
神
を
区
別
す
る
と
い
う
課
題
に
お
い
て

人
が
い
か
に
破
綻
を
き
た
す
か
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、

そ
の
課
題
を
適
切
な
仕
方
で
取
り
上
げ
る
の
に
、
わ
れ
わ
れ
の
役
に
立
つ

だ
ろ
う
。

訳
者
注

（
１
） 

こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
著
者
自
身
が
「
ま
え
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
一
九
八
四
年
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ア
テ
ィ
エ
大
学
で
に
行
わ
れ
た
講
演
の
た
め

の
原
稿
を
加
筆
し
た
論
文
〈
原
題
：Franz Kafkas Rom

an „Das Schloss

“ 
im
 epochengeschichtlichen Zusam

m
enhang

〉
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ク
は

一
九
八
四
年
に
そ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
術
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
あ
る
い
は
未

発
表
に
お
わ
っ
た
論
文
、
講
演
原
稿
、
書
簡
な
ど
三
二
編
を
ま
と
め
て
、
二
部

構
成
二
巻
か
ら
な
る
小
論
集
『
潜
在
的
歴
史
秩
序
の
発
見
』（Die Entdeckung 

der potentialgeschichtlichen O
rdnung. Kleine Schriften 1956‒1984. 

I. Teil: D
er W

eg zur Kom
ponentenanalyse. II. Teil: D

er W
eg zur 

kom
ponentialen O

rdnung in der Geschichte. Frankufurt a. M
./Bern/

N
ew
 York 1985

）
を
出
版
し
た
。
本
論
文
は
そ
の
第
二
部
第
二
巻
の
最
後
に
収
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録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
の
論
文
は
小
論
集
掲
載
に
あ
た
っ
て
著
者
自
身

に
よ
る
「
ま
え
が
き
」
が
付
さ
れ
、
こ
こ
で
当
該
の
論
文
の
成
立
、
要
旨
に
つ
い

て
簡
単
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
論
文
に
付
さ
れ
た
こ
の
「
ま
え

が
き
」
に
は
正
確
に
は
「
時
代
史
的
連
関
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
の
『
城
』

の
た
め
の
ま
え
が
き
」
と
の
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
２
） 

注（
１
）参
照
。

（
３
） 

フ
ァ
ル
ク
の
小
論
集
『
潜
在
的
歴
史
秩
序
の
発
見
』
の
こ
と
（
注（
１
）参
照
）。

（
４
） 

こ
の
成
果
は
著
書
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想
』
お
よ
び
『
近
代
の
終
焉
に
お

け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
と
表
現
主
義
者
た
ち
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。（
こ
れ
ら
の
二
著
に
つ
い
て
は
注（
18
）参
照
。）

（
５
） 

「
紀
」Zeitalter 

は
フ
ァ
ル
ク
が
そ
の
歴
史
理
論
（
潜
在
的
歴
史
理
論
）
に
お

い
て
用
い
る
時
代
単
位
で
あ
る
。
時
代 Epoche 

は
の
ち
に
論
じ
ら
れ
る
優
位
性

転
換
に
よ
っ
て
他
か
ら
明
確
に
構
造
的
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
最
小
の
時
代
単
位

で
あ
る「
期
」Periode 

か
ら
始
っ
て
、そ
の
上
位
単
位
の「
代
」Ära 

お
よ
び「
紀
」

に
よ
っ
て
、
潜
在
的
歴
史
は
時
代
区
分
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
、
こ
れ
も

フ
ァ
ル
ク
が
本
論
文
の
別
の
個
所
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
個
々
の
文
学
作
品
の

構
造
分
析
の
た
め
に
展
開
さ
れ
た
実
験
的
方
法
で
あ
る
「
構
成
素
分
析
」
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、三
つ
の
下
位
の
時
代
単
位
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
紀
は
三
つ
の
代
か
ら
、
代
は
三
つ
の
期
か
ら
な
る
。「
中
世
」、「
近
代
」
と
ふ

つ
う
呼
ば
れ
て
い
る
時
代
は
、
潜
在
的
歴
史
理
論
で
は
「
紀
」
に
対
応
す
る
時
代

単
位
を
言
う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
フ
ァ
ル
ク
の
著
書
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
文
学
の

構
成
素
分
析
』（
注（
24
）参
照
）、『
近
代
の
終
焉
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ

と
表
現
主
義
者
た
ち
』（
注（
18
）参
照
）、
さ
ら
に
は
『
歴
史
に
お
け
る
秩
序
』（
注

（
46
）参
照
）
な
ど
を
参
照
。

（
６
） 

具
体
的
に
は
一
九
五
七
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
提
出
さ
れ
た
フ
ァ
ル
ク
の

学
位
論
文
『
苦
悩
と
言
葉
』（Schm

erz und W
ort. Eine Studie über Frieda 

Bettingen als Dichterin des Schm
erzens. 2 Bde. Freiburg 1957

）
の

た
め
の
研
究
を
指
す
。
フ
ァ
ル
ク
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
カ
フ
カ
と
同
世
代
の

無
名
の
抒
情
詩
人
フ
リ
ー
ダ
・
ベ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
を
扱
い
、
彼
女
の
詩
的
世
界
に

お
け
る
モ
チ
ー
フ
「
苦
悩
」
を
問
題
に
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
時
代
的
な
構
造
変

化
を
問
題
に
し
た
。

（
７
） 

構
成
素
分
析
の
展
開
史
に
つ
い
て
は
著
書
『
反
権
威
運
動
の
時
代
的
背
景
』

（Epochale H
intergründe der antiautoritären Bew

egungen. Ein 
Beitrag zur literarw

issenschaftlichen Diagnose der Sozialgeschichte. 
Frankfurt a. M

./Bern/N
ew
 York 1983

）
の
序
論
お
よ
び
『
近
代
の
終
焉
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
と
表
現
主
義
者
た
ち
』（
注（
18
）参
照
。）
の
特
に
第

五
章
に
お
い
て
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
８
） 

「
プ
ロ
グ
ノ
ー
ゼ
」
と
は
「
学
問
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
予
測
」
の
意
味
。

（
９
） 

注（
１
）参
照
。

（
10
） M

aurice M
arache

（1916‒1970

）
フ
ラ
ン
ス
の
ド
イ
ツ
文
学
者
。

（
11
） 

原
題
：Franz Kafka im

 Ereignis des Expressionism
us.

（
12
） Falk, W

alter: Leid und Verw
andlung. Rilke, Kafka, Trakl und der 

Epochenstil des Im
pressionism

us und Expressionism
us. ̶

 Salzburg 
1961 (= Trakl-Studien, Bd. VI), 500 S. 1961

（
13
） M

arache, M
aurice: Réflexions sur la fin des styles. In : Revue des 

sciences hum
aines, H

eft 54, 1949

（
14
） Em

rich, W
ilhelm

: Franz Kafka. Bonn 1958

（
15
） Politzer, H

einz: Franz Kafka, der Künstler, Frankfurt 1965

（
16
） W

einberg, Kurt: Kafkas Dichtungen. D
ie Travestien des M

ythos. 
Bern und M

ünchen, 1963

（
17
） Sokel, W

alter H
.: Franz Kafka. Tragik und Ironie. Frankfurt 1976

（
18
） 

一
九
六
七
年
、
フ
ァ
ル
ク
は
教
授
資
格
論
文
『
事
件
と
し
て
の
表
現
主
義
』

（Ereignis des Expressionism
us. Zur G

eschichte eines Stilw
andels 

in der deutschen Literatur. H
abilitationsschrift [M

asch.], 3 Bde. ̶
M
arburg 1967, 603 S.

）
を
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
提
出
し
た
。
こ
の
論
文

に
基
づ
い
て
、
そ
の
後
彼
は
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想
』（Der kollektive 
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Traum
 vom

 Krieg. Epochale Strukturen der deutschen Literatur 
zw
ischen „N

aturalism
us

“ und „Expressionism
us

“. H
eidelberg 1977

）

を
著
し
、
さ
ら
に
、
フ
ァ
ル
ク
自
身
が
以
下
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
フ
カ
を

集
中
的
に
扱
う
こ
と
に
な
る
二
巻
本
を
予
定
し
て
い
た
。
そ
の
第
一
部
は
『
近
代

の
終
焉
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
と
表
現
主
義
者
た
ち
』（Franz Kafka 

und die Expressionisten im
 Ende der N

euzeit Frankfurt a. M
, 1990. 

邦
訳
：
竹
中
克
英
訳
、
梓
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
と
題
さ
れ
（
以
下
『
近
代
の

終
焉
』
と
略
す
）
一
九
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
第
二
部
は
つ
い
に
発
表
さ
れ

な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
著
書
で
フ
ァ
ル
ク
が
試
み
た
の
は
、
表
現
主
義

と
い
う
概
念
の
も
と
に
ふ
つ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
第
一
次
大
戦
前
後
の
文
学
現
象

の
持
つ
時
代
的
意
味
構
造
と
そ
の
転
換
を
一
九
六
三
年
以
来
彼
が
展
開
し
て
き
た

構
成
素
分
析
に
よ
っ
て
実
験
的
に
解
明
し
、
こ
の
転
換
を
近
代
の
終
焉
を
告
げ
る

歴
史
的
事
件
と
し
て
証
明
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
カ
フ
カ

の
小
説
『
城
』
を
含
め
、
小
説
『
審
判
』
以
降
の
諸
作
品
は
第
二
部
に
お
い
て
扱

わ
れ
る
は
ず
に
な
っ
て
い
た
。

（
19
） 

著
書
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想
』（
注（
18
）参
照
）
を
指
す
。

（
20
） 

注（
18
）で
触
れ
た
一
九
八
九
年
の
フ
ァ
ル
ク
の
著
書
『
近
代
の
終
焉
』
を
指
す
。

フ
ァ
ル
ク
は
こ
の
著
書
を
す
で
に
一
九
八
六
年
に
は
完
成
し
て
い
た
が
、
出
版
社

を
見
出
せ
な
い
ま
ま
時
間
が
す
ぎ
、
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
八
九
年
だ
っ

た
。

（
21
） Paulsen, W

olfgang: D
eutsche Literatur des Expressionism

us, 
Bern/Frankfurt a. M

. 1983

（
22
） Aperçu

は
「
概
観
・
着
眼
」〈
フ
ラ
ン
ス
語
〉
の
意
味
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い

る
ゲ
ー
テ
のAperçu

に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ル
ク
の
別
の
論
文
「
解
釈
的
方
法
論

へ
の
構
成
素
分
析
の
寄
与
」（Der Beitrag der Kom

ponentenanalyse zur 
interpretatorischen M

ethodik. 

邦
訳
『
近
代
の
終
焉
』、七
九
〇
頁
以
下
所
収
）

を
参
照
。

（
23
） 

こ
の
構
造
モ
デ
ル
及
び
人
間
の
産
出
活
動
の
理
論
的
理
解
の
た
め
に
は
、『
文
学

の
構
成
素
分
析
』（
邦
訳
）（
注（
24
）参
照
）
第
六
章
を
特
に
参
照
。

（
24
） 

著
書『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
文
学
の
構
成
素
分
析
』（H

andbuch der literarw
issen- 

schaftlichen Kom
ponentenanalyse. Theorie, O

perationen, Praxis 
einer M

ethode der N
euen Epochenforschung. In Zusam

m
enarbeit 

m
it den M

itgliedern eines M
arburger Forschungssem

inars. Beiträge 
zur N

euen Epochenforschung Bd. 3.  Frankfurt a. M
./Bern/N

ew
 

York

）
は
一
八
八
三
年
に
出
版
さ
れ
、
一
九
九
六
年
に
『
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
・
構

成
素
分
析
』（H

andbuch der Kom
ponentenanalyse. Erschließen von 

Sinn in Text und Epoche. Taunusstein u. M
ikulasovice. 2., erw. u. 

überarb. Aufl.

）
と
書
名
を
変
更
し
、
改
訂
増
補
さ
れ
た
。
邦
訳
は
原
著
旧
版
に

も
と
づ
き
、『
文
学
の
構
成
素
分
析―

―

そ
の
理
論
、
操
作
、
実
践
』（
竹
中
克
英
訳
、

松
籟
社
）
と
し
て
一
九
九
四
年
に
出
版
さ
れ
た
。

（
25
） 

著
書
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想
』（
注（
18
）参
照
）
第
三
章
、
四
章
、
五
章

に
お
い
て
フ
ァ
ル
ク
は
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
及
び
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ

ト
マ
ン
の
作
品
分
析
を
と
お
し
て
、
両
者
の
時
代
構
造
的
同
質
性
を
証
明
し
て
い

る
。

（
26
） 

フ
ァ
ル
ク
は
著
書
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想
』（
注（
18
）参
照
）
の
第
六
章

に
お
い
て
リ
ル
ケ
の
こ
の
小
説
を
扱
い
、
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

（
27
） 

フ
ァ
ル
ク
に
よ
る
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
物
語
『
ベ
ニ
ス
に
死
す
』
の
分
析
に
つ

い
て
は
、
著
書
『
戦
争
、
そ
の
集
団
的
幻
想
』
第
七
章
を
参
照
。 

（
28
） 

注（
18
）参
照
。

（
29
） 

著
書
『
近
代
の
終
焉
』（
注（
18
）参
照
）
を
指
す
。

（
30
） 

カ
フ
カ
の
こ
れ
ら
の
掌
編
に
つ
い
て
フ
ァ
ル
ク
は
著
書
『
近
代
の
終
焉
』（
邦
訳
）

一
五
三‒

一
六
九
頁
お
よ
び
二
八
八‒

三
〇
一
頁
で
小
説
『
失
踪
者
』
に
つ
い
て

は
三
四
〇‒

三
六
二
頁
で
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。

（
31
） 
カ
フ
カ『
城
』か
ら
の
フ
ァ
ル
ク
の
引
用
は Das Schloß. Rom

an. Gesam
m
elte 

W
erke. H

rsg. von M
ax Brod, N

ew
 York 1946

に
よ
る
。
翻
訳
に
際
し
て

は
邦
訳
『
決
定
版
カ
フ
カ
全
集
』
第
六
巻
（「
城
」）、
前
田
敬
作
訳
、
新
潮
社
、
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一
九
八
一
年
を
用
い
、
原
典
頁
を
算
用
数
字
で
、
邦
訳
版
の
該
当
頁
を
漢
数
字
で

示
す
。
他
の
作
品
か
ら
の
翻
訳
に
つ
い
て
も
同
様
の
扱
い
と
す
る
。

（
32
） 

断
片
『
あ
る
戦
い
の
記
述
』
の
作
品
解
釈
に
つ
い
て
は
、
著
書
『
近
代
の
終
焉
』

（
邦
訳
）
二
四
九
頁
以
下
を
参
照
。
フ
ァ
ル
ク
は
こ
こ
で
、
自
我
が
確
固
た
る
現
実

と
の
戦
い
に
お
い
て
、
つ
い
に
は
虚
偽
を
も
そ
の
手
段
と
す
る
こ
と
が
あ
る
、
と

い
う
カ
フ
カ
の
認
識
を
作
品
分
析
を
通
し
て
証
明
し
、
そ
の
時
代
的
意
味
を
論
じ

て
い
る
。

（
33
） 

該
当
部
分
の
テ
ク
ス
ト
の
記
述
は
、「﹇
…
…
﹈
少
な
く
と
も
ご
く
初
め
の
う
ち

は
、
自
分
自
身
の
意
志
か
ら
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
攻
撃
者

で
あ
っ
た
の
だ
。」（
六
八
頁
）
で
あ
る
。

（
34
） 

こ
の
部
分
の
引
用
に
対
応
す
る
原
文
は „ich w

ill im
m
er frei sein

‶、
邦
訳

で
は
「
お
れ
は
、
い
つ
も
窮
屈
な
こ
と
が
苦
手
で
な
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
意

は
「
お
れ
は
い
つ
も
自
由
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
で
あ
り
、
フ
ァ
ル
ク
の

引
用
の
趣
旨
も
、
Ｋ
に
と
っ
て
自
ら
の
意
志
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
の
で
き

る
こ
の
「
自
由
」
が
問
題
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
35
） 

こ
こ
で
フ
ァ
ル
ク
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
リ
ル
ケ
お
よ
び
ト
ー
マ
ス
マ
ン
は

近
代
の
最
終
期
で
あ
る
第
三
期
「
創
造
主
義
」（
注（
38
）参
照
）
か
ら
ポ
ス
ト
近

代
の
最
初
期
で
あ
る
第
一
期
「
空
間
主
義
」（
注（
38
）参
照
）
へ
の
移
行
（
優
位

性
転
換
）
を
カ
フ
カ
の
小
説
『
城
』
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
し
か
し
、
の
ち
に
見

る
よ
う
に
、
カ
フ
カ
が
一
九
一
二
年
の
物
語
『
判
決
』
に
お
い
て
経
験
し
、
そ
の

後
ほ
ぼ
一
〇
年
の
間
続
い
た
近
代
と
ポ
ス
ト
近
代
と
に
挟
ま
れ
た
特
例
的
な
期
で

あ
る
中
間
期
「
永
遠
主
義
」（
注（
38
）参
照
）
を
二
人
は
ま
っ
た
く
経
験
す
る
こ

と
な
く
（
つ
ま
り
、
中
間
期
を
跳
び
越
し
て
）
こ
の
移
行
を
遂
げ
た
と
い
う
事
情

で
あ
る
。
小
説
『
魔
の
山
』
の
執
筆
開
始
か
ら
完
成
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
た
基
本

構
想
の
転
換
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
注（
38
）を
も
あ
わ
せ
て
参
照
の
こ

と
。

（
36
） 

注（
7
）参
照
。

（
37
） Falk, W

alter: Prallele Ä
gypten. D

ie epochengeschichtlichen 

Verhältnisse in der ägyptischen und deutschen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. In Zusam

m
enarbeit m

it der M
itgliedern des Projekts 

‚Kairener Gegenw
artsdiagnose‘. Frankfurt a. M

./ Bern / N
ew
 York/ 

N
ancy 1984

（
38
） 

近
代
の
最
終
期
お
よ
び
ポ
ス
ト
近
代
の
第
一
期
は
、
潜
在
的
歴
史
理
論
に
お
い

て
は
「
創
造
主
義
」Kreavistik 

お
よ
び
「
空
間
主
義
」Spatistik 

と
呼
ば
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
は
こ
の
創
造
主
義
期
を
も
っ
て
終
結
し
、
す
ぐ
後
に
言
わ
れ
て

い
る
「
中
間
期
」
を
は
さ
ん
で
、
こ
れ
に
続
く
空
間
主
義
期
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
近

代
が
始
ま
る
。
中
間
期
は
「
永
遠
主
義
」Äternistik 

と
呼
ば
れ
る
が
、
わ
ず
か

に
一
〇
年
の
持
続
期
間
し
か
持
た
な
い
こ
の
時
代
は
、
以
下
に
著
者
自
身
が
挙
げ

て
い
る
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
深
刻
な
動
揺
を
も
た
ら
し
た
時
代
的
転
換
と
し
て

経
験
さ
れ
た
特
例
的
な
期
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ク
の
著
書
『
近
代
の
終
焉
』
の
中
心

的
テ
ー
マ
は
、
こ
の
時
代
的
転
換
を
具
体
的
な
文
学
作
品
の
構
成
素
分
析
を
通
し

て
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

（
39
） 

フ
ァ
ル
ク
に
よ
る
物
語
『
判
決
』
の
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
『
近
代
の
終
焉
』

（
邦
訳
）
三
七
一‒

四
一
〇
頁
参
照
。

（
40
） 

こ
の
ス
ケ
ッ
チ
に
つ
い
て
は
、『
近
代
の
終
焉
』（
邦
訳
）、
第
七
章
第
二
節

（
四
一
一
頁
以
下
）
に
お
い
て
フ
ァ
ル
ク
が
行
っ
て
い
る
精
緻
な
構
成
素
分
析
と
そ

の
構
造
式
を
参
照
。

（
41
） Kafka, Franz: Tagebücher 1910‒1923. N

ew
 York 1948, S. 383‒

384. 

翻
訳
に
際
し
て
は
日
本
語
版
『
決
定
版
カ
フ
カ
全
集
』
第
七
巻
（「
日
記
」）、

谷
口
茂
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
、
二
七
六
頁
の
訳
文
を
一
部
字
句
を
修
正
し

て
借
用
。

（
42
） Kafka, Franz: H

ochzeitsvorbereitungen auf dem
 Lande und 

andere Prosa aus dem
 N
achlaß, N

ew
 York 1953. S. 48‒49. 

翻
訳
に
際

し
て
は
日
本
語
版
『
決
定
版
カ
フ
カ
全
集
』
第
三
巻
（「
田
舎
の
婚
礼
準
備
、
父
へ

の
手
紙
」）、
飛
鷹
節
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
、
三
六
頁
か
ら
一
部
字
句
を
修

正
し
て
借
用
。
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（
43
） 

ポ
ス
ト
近
代
の
第
一
期
「
空
間
主
義
」（
注（
38
）参
照
）
を
指
す
。

（
44
） 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
精
神
の
集
団
的
混
乱
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ヒ
ト

ラ
ー
・
ナ
チ
ズ
ム
の
台
頭
と
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
戦
争
を
支
え
た
ド
イ
ツ
国
民

の
集
団
的
な
精
神
状
況
を
指
す
。

（
45
） 
こ
の
「
混
乱
」
そ
れ
自
体
は
実
在
的
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
あ
く
ま
で
「
実
在
主
義
者
」
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
フ
ァ
ル

ク
の
主
張
で
あ
る
。

（
46
） 

フ
ァ
ル
ク
の
著
書『
悪
魔
の
再
来
』（Falk, W

alter: Des Teufels W
iederkehr. 

Alarm
ierende Zeichen der Zeit in der neuesten Dichtung. Stuttgart/

Bonn 1983

）
参
照
。
こ
の
論
文
は
フ
ァ
ル
ク
の
別
の
著
書
『
歴
史
に
お
け
る

秩
序
』（D

ie O
rdnung in der G

eschichte. Eine alternative D
eutung 

des Fortschritts. Stuttgart/ Bonn 1985

）
に
再
録
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
で

フ
ァ
ル
ク
は
、
ナ
ギ
ブ
・
マ
ー
フ
ー
ズ
（
エ
ジ
プ
ト
）
の
『
悪
魔
は
警
告
す
る
』

Der Teufel erm
ahnt

、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ハ
イ
ム
の
『
ア
ハ
ス
ヴ
ェ
ー
ア
』

Ahasver

、
タ
ン
ク
レ
ー
ト
・
ド
ー
ル
ス
ト
の
『
メ
ル
リ
ー
ン
、
あ
る
い
は
荒

地
』M

erlin oder das w
üste Land

、
ア
ド
ル
フ
・
ム
シ
ュ
ク
の
『
鐘
楽
』Ein 

Glockenspiel

な
ど
の
作
品
を
分
析
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
じ
ま
る
現
実
優
位

性
を
備
え
た
新
し
い
期
の
時
代
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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