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歴
史
か
ら
芸
術
、
そ
し
て
存
在
へ

─
　ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
へ
　─

岡

　
　山

　
　敬

　
　二

は
じ
め
に

歴
史
と
は
何
か
。

ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
過
去
の
出
来
事
、
あ
る
い
は
過
去
に
つ
い
て
の
記
録
や
記
憶
、
認
識
や
知
識
の
こ
と
を
言
う
の

だ
ろ
う
。
じ
つ
に
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
そ
う
考
え
て
お
け
ば
い
い
は
ず
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
の
な
か
で
、「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
「Geschichte

（
ゲ
シ
ヒ
テ
）」
と
「H

istorie

（
ヒ
ス
ト
ー
リ
エ
）」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
を
使
い
分
け
、Geschichte

と
い
う
言
葉
に
独
特
な
意
味
合
い

を
含
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、Geschichte

（
ゲ
シ
ヒ
テ
）
と
い
う
言
葉
は
、
単
な
る
過
去
の
出
来
事
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
人
間
存
在
の
あ
り
方

が
「geschehen

（
ゲ
シ
ェ
ー
エ
ン
）」
つ
ま
り
「
生
起
す
る
こ
と
、
身
に
ふ
り
か
か
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ

三
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（D
asein

）」
と
は
、
よ
う
す
る
に
人
間
存
在
の
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、
そ
の
意
味
合
い
は
ま
た
あ
と
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
し
て
、

歴
史
主
義
の
そ
う
し
た
問
題
ど
こ
ろ
か
、
歴
史
学
が
な
り
た
つ
以
前
に
す
で
に
人
間
は
本
来
的
に
歴
史
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
だ

け
な
く
、
歴
史
学
が
そ
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
人
間
を
疎
外
さ
せ
る
と
ま
で
い
う
わ
け
だ
。

で
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
歴
史
学
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。『
存
在
と
時

間
』
の
本
来
の
課
題
は
、
あ
く
ま
で
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
で
あ
り
、
人
間
存
在
の
分
析
は
そ
の
準
備
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
目
論
見
を
提
示
す
る
同
書
の
序
論
で
は
、
む
し
ろ
逆
に
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
は
、
そ
の
問
い
に
付
属
す
る
実
行
の
仕
方
に

応
じ
て
、
つ
ま
り
、
前
も
っ
て
現
存
在
の
時
間
性
と
歴
史
性
を
説
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
か
ら
し
て
歴

史
学
的
な
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」（SZ,21

）
と
明
言
さ
れ
て
も
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
「
歴
史
学
的
な
問
い
」
と
い
う
の
は
、
同
書
の
第
一
部
第
三
編
と
と
も
に
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
第
二
部
で
試
み
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
「
存
在
論
の
歴
史
の
解
体
」
に
当
た
る
も
の
と
考
え
て
い
い
。
つ
ま
り
、『
存
在
と
時
間
』
は
、
当
初
の
そ
の
全
体
的

な
構
想
か
ら
す
る
と
、
西
洋
存
在
論
の
歴
史
、
西
洋
哲
学
史
を
検
証
す
る
と
い
う
歴
史
学
的
な
問
い
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

わ
け
だ
。

と
な
る
と
、
そ
の
「
歴
史
学
的
な
問
い
」
と
さ
き
ほ
ど
「
歴
史
性
か
ら
疎
外
さ
せ
る
試
み
」
と
言
わ
れ
た
「
歴
史
学
」
と
の
間
で

の
位
置
づ
け
は
真
逆
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
よ
う
す
る
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
歴

史
性
と
歴
史
学
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
、「
本
来
的
な
歴
史
性
」
と
は
人
間
存
在
の
ど
の
よ
う
な

あ
り
方
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
肝
心
要
の
本
題
と
さ
れ
る
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
ど
う
結
び
つ
く
の
か
。
そ
の
点
を
め
ぐ
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
意
図
や
真
意
を
探
り
当
て
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
は
も
は
や
、『
存
在
と
時
間
』
の
既
刊
部
、
第
一
部
第
二
編
ま
で
の
人
間
存
在
の
分
析
の
文
脈
だ
け
か
ら
読
み

五
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る
。
人
間
存
在
の
あ
り
方
が
「Geschichtlichkeit

（
ゲ
シ
ヒ
ト
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
）」
と
呼
ば
れ
る
の
も
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、H

istorie

（
ヒ
ス
ト
ー
リ
エ
）
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
歴
史
と
い
う
言
葉
で
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
意
味
に
重
な

る
使
い
方
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ヒ
ス
ト
ー
リ
エ
と
い
う
ド
イ
ツ
語
の
由
来
が
知
識
や
探
究
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア

語
の
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
（ἱστορία

）」
に
あ
る
よ
う
に
、
過
去
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
研
究
や
学
識
、
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
学
」
と
い
う
意

味
と
し
て
こ
の
言
葉
を
ゲ
シ
ヒ
テ
か
ら
使
い
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
使
い
分
け
の
意
図
を
反
映
さ
せ
る
た
め

に
、
本
稿
で
は
、Geschichte

、geschichtlich

、Geschichtlichkeit

を
「
歴
史
」「
歴
史
的
」「
歴
史
性
、
歴
史
的
あ
り
方
」、

H
istorie

、historisch
を
「
歴
史
学
」「
歴
史
学
的
」
と
訳
し
分
け
て
お
く
こ
と
に
し
て
み
た
い
。

と
も
か
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
う
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
歴
史
学
の
な
り
た
ち
を
人
間
存
在
の
歴
史
性
に
認
め
よ
う
と
す
る
だ
け

で
な
く
、
歴
史
学
を
そ
の
歴
史
性
に
対
置
す
る
も
の
と
す
ら
考
え
て
い
る
ふ
し
も
あ
る
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、《
歴
史
主
義
》（»H

istorism
us«

）
の
問
題
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
台
頭
し
て
く
る
の
も
、
歴
史
学
が
現

存
在
（D

asein

）
を
そ
の
本
来
的
な
歴
史
性
か
ら
疎
外
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
っ
と
も
明
白
な
徴
候
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
本
来
的
な
歴
史
性
は
必
ず
し
も
歴
史
学
を
必
要
と
し
な
い
。
歴
史
学
的
で
な
い
時
代
は
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
だ
け
で
歴
史
的
で
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。（SZ,396 （１
））

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
歴
史
主
義
」
と
は
、
お
そ
ら
く
、
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
真
理
や
価
値
、
思
想
も
含
め
て
人
間
を
め
ぐ

る
事
象
の
す
べ
て
を
個
々
の
歴
史
的
状
況
の
産
物
に
還
元
し
て
し
ま
う
立
場
の
こ
と
で
、
そ
の
結
果
、
真
理
や
価
値
に
つ
い
て
極
度

の
相
対
主
義
に
陥
る
と
い
う
の
が
「
歴
史
主
義
の
問
題
」
で
あ
る
と
考
え
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
現
存
在

三
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（D
asein

）」
と
は
、
よ
う
す
る
に
人
間
存
在
の
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、
そ
の
意
味
合
い
は
ま
た
あ
と
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
し
て
、

歴
史
主
義
の
そ
う
し
た
問
題
ど
こ
ろ
か
、
歴
史
学
が
な
り
た
つ
以
前
に
す
で
に
人
間
は
本
来
的
に
歴
史
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
だ

け
な
く
、
歴
史
学
が
そ
の
本
来
の
あ
り
方
か
ら
人
間
を
疎
外
さ
せ
る
と
ま
で
い
う
わ
け
だ
。

で
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
歴
史
学
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。『
存
在
と
時

間
』
の
本
来
の
課
題
は
、
あ
く
ま
で
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
で
あ
り
、
人
間
存
在
の
分
析
は
そ
の
準
備
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
目
論
見
を
提
示
す
る
同
書
の
序
論
で
は
、
む
し
ろ
逆
に
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
は
、
そ
の
問
い
に
付
属
す
る
実
行
の
仕
方
に

応
じ
て
、
つ
ま
り
、
前
も
っ
て
現
存
在
の
時
間
性
と
歴
史
性
を
説
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
か
ら
し
て
歴

史
学
的
な
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」（SZ,21

）
と
明
言
さ
れ
て
も
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
「
歴
史
学
的
な
問
い
」
と
い
う
の
は
、
同
書
の
第
一
部
第
三
編
と
と
も
に
未
完
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
第
二
部
で
試
み
ら
れ
る

は
ず
だ
っ
た
「
存
在
論
の
歴
史
の
解
体
」
に
当
た
る
も
の
と
考
え
て
い
い
。
つ
ま
り
、『
存
在
と
時
間
』
は
、
当
初
の
そ
の
全
体
的

な
構
想
か
ら
す
る
と
、
西
洋
存
在
論
の
歴
史
、
西
洋
哲
学
史
を
検
証
す
る
と
い
う
歴
史
学
的
な
問
い
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

わ
け
だ
。

と
な
る
と
、
そ
の
「
歴
史
学
的
な
問
い
」
と
さ
き
ほ
ど
「
歴
史
性
か
ら
疎
外
さ
せ
る
試
み
」
と
言
わ
れ
た
「
歴
史
学
」
と
の
間
で

の
位
置
づ
け
は
真
逆
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
よ
う
す
る
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
歴

史
性
と
歴
史
学
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
、「
本
来
的
な
歴
史
性
」
と
は
人
間
存
在
の
ど
の
よ
う
な

あ
り
方
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
肝
心
要
の
本
題
と
さ
れ
る
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
ど
う
結
び
つ
く
の
か
。
そ
の
点
を
め
ぐ
る
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
意
図
や
真
意
を
探
り
当
て
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
は
も
は
や
、『
存
在
と
時
間
』
の
既
刊
部
、
第
一
部
第
二
編
ま
で
の
人
間
存
在
の
分
析
の
文
脈
だ
け
か
ら
読
み

五
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Ⅰ
．
人
間
存
在
の
既
存
と
い
う
あ
り
方

１
．
通
俗
的
な
歴
史
概
念
の
な
り
た
ち
（
過
去
の
現
存
在
へ
の
向
き
合
い
方
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
歴
史
性
と
い
う
の
は
、
歴
史
学
が
な
り
た
つ
た
め
の
前
提
条
件
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
づ
か

い
で
言
い
な
お
せ
ば
、「
存
在
論
的
条
件
（ontologische Bedingung

）」「
存
在
論
的
可
能
性
（ontologische M

öglichkeit

）」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
条
件
や
可
能
性
の
あ
り
よ
う
を
「
運
命
（Schicksal

）」
と
「
反
復
（W

iederholung

）」
と
い
う
言

葉
で
言
い
表
す
。
で
は
、
そ
の
運
命
と
反
復
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

こ
れ
を
解
き
明
か
す
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
第
七
三
節
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
つ
も
の
や
り
方
と
い
っ

て
い
い
だ
ろ
う
、
ご
く
ふ
つ
う
に
通
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
歴
史
の
見
方
、
つ
ま
り
歴
史
に
つ
い
て
の
「
通
俗
的
な
理
解
」

「
通
俗
的
な
概
念
」
に
目
を
配
り
、
そ
の
な
り
た
ち
を
調
べ
な
お
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
は
、
ふ
つ
う
に
は
、「
歴
史
的
な
現
実
」
と
と
も
に
、
そ
の
現
実
に
つ
い
て
な
り
た
つ
学
問
、
つ
ま
り
歴
史

学
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
さ
い
、
歴
史
学
や
、
歴
史
学
が
扱
う
客
観
的
な
史
実
が
な
り
た
つ

以
前
の
「
歴
史
的
な
現
実
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
や
は
り
、
ま
ず
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
、「
過
去
の
も
の

0

0

0

0

0

（V
ergangenes

）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
」（SZ,378

）
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
前
提
に
し
て
、「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
い
う
意
味

で
の
《
過
去
》（»V

ergangenheit«

）
と
い
う
よ
り
も
、
過
去
か
ら
の
由
来

0

0

（H
erkunft

）」（SZ,378

）
を
指
す
こ
と
に
も
な
る
の
だ

ろ
う
。
何
か
に
つ
い
て
「《
歴
史
》
が
あ
る
（eine »Geschichte« hat

）」（SZ,378

）
と
言
わ
れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
歴
史

と
は
、
過
去
か
ら
現
在
を
通
じ
て
未
来
に
向
か
う
連
関
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
、「
さ
ら
に
は
、《
時
間
の
な
か

三
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と
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
し
か
な
い
。
そ
の
真
意
を
う
ま
く
伝
え
き
れ
な
い
ま
ま
に
『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述
は
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
補
う
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
公
刊
後
、

一
九
三
五
／
三
六
年
の
時
期
に
く
り
返
し
行
わ
れ
た
講
演
を
も
と
に
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
論
文
『
芸
術
作
品
の
根
源
（
２
）』

に
も
注

目
し
て
み
よ
う
と
思
う
（
３
）。

も
っ
と
も
、
こ
の
論
文
に
し
て
も
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。
た
と
え
ば
、
木
田
元
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
か
な
り

錯
綜
し
た
論
理
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
は
た
し
て
、「
偉
大
な
芸
術
作
品
の
う
ち
に
は
、
一
民
族
の
、
あ
る
い
は
一
時
代

の
〈
存
在
了
解
〉
が
予
兆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
個
々
の
偉
大
な
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
一

つ
の
世
界
を
開
く
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
が
は
っ
き
り
し
な
い
」。
つ
ま
り
「
そ
の
基
本
的
意
図
の
う
ま
く
読
み

と
れ
な
い
論
文
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
も
な
り
た
つ
か
ら
だ
（
４
）。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
一
つ
の
指
針
に
し
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
歴
史
性
の
真
意
を
見
定
め
る
と
い
う
方
向

を
軸
足
に
し
て
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
も
光
を
当
て
な
お
し
て
み
た
い
。
芸
術
論
と
い
う
よ
り
も
、
芸
術
作
品

を
手
が
か
り
に
存
在
の
意
味
を
問
い
な
お
す
存
在
論
で
あ
る
と
い
う
見
通
し
の
も
と
で
、
こ
の
論
文
に
も
ま
た
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず

の
基
本
的
な
意
図
も
浮
き
彫
り
に
し
て
み
よ
う
と
思
う
（
５
）。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
の
分
析
だ
け
で
な
く
、
そ
の
芸
術
論
の
底
に
も
隠
し
秘
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
一
貫

し
た
意
図
を
鋭
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
の
だ
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
歴
史
性
の
分
析
の
骨
子
を
辿
り
な
お
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
問
題
点
を
整
理
し
て
み
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
よ
う
と
思
う
。

三
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Ⅰ
．
人
間
存
在
の
既
存
と
い
う
あ
り
方

１
．
通
俗
的
な
歴
史
概
念
の
な
り
た
ち
（
過
去
の
現
存
在
へ
の
向
き
合
い
方
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
歴
史
性
と
い
う
の
は
、
歴
史
学
が
な
り
た
つ
た
め
の
前
提
条
件
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
づ
か

い
で
言
い
な
お
せ
ば
、「
存
在
論
的
条
件
（ontologische Bedingung

）」「
存
在
論
的
可
能
性
（ontologische M

öglichkeit

）」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
条
件
や
可
能
性
の
あ
り
よ
う
を
「
運
命
（Schicksal

）」
と
「
反
復
（W

iederholung

）」
と
い
う
言

葉
で
言
い
表
す
。
で
は
、
そ
の
運
命
と
反
復
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

こ
れ
を
解
き
明
か
す
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
の
第
七
三
節
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
い
つ
も
の
や
り
方
と
い
っ

て
い
い
だ
ろ
う
、
ご
く
ふ
つ
う
に
通
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
歴
史
の
見
方
、
つ
ま
り
歴
史
に
つ
い
て
の
「
通
俗
的
な
理
解
」

「
通
俗
的
な
概
念
」
に
目
を
配
り
、
そ
の
な
り
た
ち
を
調
べ
な
お
す
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

「
歴
史
」
と
い
う
言
葉
は
、
ふ
つ
う
に
は
、「
歴
史
的
な
現
実
」
と
と
も
に
、
そ
の
現
実
に
つ
い
て
な
り
た
つ
学
問
、
つ
ま
り
歴
史

学
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
さ
い
、
歴
史
学
や
、
歴
史
学
が
扱
う
客
観
的
な
史
実
が
な
り
た
つ

以
前
の
「
歴
史
的
な
現
実
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
や
は
り
、
ま
ず
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
、「
過
去
の
も
の

0

0

0

0

0

（V
ergangenes

）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
」（SZ,378

）
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
前
提
に
し
て
、「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
い
う
意
味

で
の
《
過
去
》（»V

ergangenheit«

）
と
い
う
よ
り
も
、
過
去
か
ら
の
由
来

0

0

（H
erkunft

）」（SZ,378

）
を
指
す
こ
と
に
も
な
る
の
だ

ろ
う
。
何
か
に
つ
い
て
「《
歴
史
》
が
あ
る
（eine »Geschichte« hat

）」（SZ,378
）
と
言
わ
れ
る
場
合
が
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
歴
史

と
は
、
過
去
か
ら
現
在
を
通
じ
て
未
来
に
向
か
う
連
関
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
、「
さ
ら
に
は
、《
時
間
の
な
か

三
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そ
う
な
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
使
い
古
し
の
タ
オ
ル
な
ど
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
古
く
な
っ
た

だ
け
で
歴
史
的
に
な
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
で
は
、
も
は
や
と
く
に
道
具
と
し
て
は
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
。
だ
と
し
た
ら
、
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
の
家
具
や
食
器
、
楽
器
や
ジ
ー
ン
ズ
な
ど
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
品
の
よ
う
に
、
今
な
お
古
く

て
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
愛
用
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
ま
だ
歴
史
的
で
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
と

な
る
と
、
い
ま
な
お
使
わ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
も
な
い
よ
う
だ
。
で
は
、
何
が
ど
う
変
わ
っ
て
こ
の
道
具
は

歴
史
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
道
具
を
使
用
す
る
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
な
お
そ
う
と
す
る
。

使
用
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
関
係
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
物
は
も
は
や
、
そ
う
で
あ
っ
た
何
か
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
何

が
《
過
ぎ
去
っ
た
》
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
世
界

0

0

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
世
界
の
中
で
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
道
具
連

関
の
一
部
を
な
し
な
が
ら
、
手
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
出
く
わ
し
て
き
て
、
何
ら
か
の
用
を
す
ま
せ
よ
う
と
す
る
現
存
在
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
世
界−

内−

存
在
と
し
て
の
現
存
在
（in-der-W

elt-seiendes D
asein

）
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ

の
世
界

0

0

が
、
も
は
や
な
い
の
だ
。（SZ,380

）

そ
の
古
家
具
が
歴
史
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
現
存
や
か
つ
て
の
状
態
、
使
用
が
過
ぎ
去
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
た
世
界
が
過
ぎ
去
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
世
界
が
過
ぎ
去
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

を
い
う
の
か
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
貫
し
て
、
人
間
存
在
の
こ
と
を
「
現
存
在
（D

asein

）」
と
呼
び

二

� 121歴史から芸術、そして存在へ（岡山）

で
》
変
転
す
る
存
在
す
る
も
の
の
全
体
、
し
か
も
人
間
や
人
間
の
集
ま
り
、
そ
の
《
文
化
》
の
変
化
と
運
命
を
指
す
こ
と
に
も
な

る
」（SZ,379

）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、「
結
局
の
と
こ
ろ
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
そ
の
も
の
が
《
歴
史
的
》
と
み
な
さ
れ

て
い
る
」（SZ,379

）
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
、「
人
間
相
互
の
あ
り
方
（M

iteinandersein

）
の
な
か
で
《
過

ぎ
去
る
》
と
同
時
に
《
伝
承
さ
れ
》、
影
響
を
及
ぼ
し
つ
づ
け
て
い
る
生
起
し
た
こ
と
（Geschehen

）
が
強
調
さ
れ
た
意
味
で
歴
史

と
み
な
さ
れ
て
い
る
」（SZ,379

）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
過
去
の
も
の
、
過
去
か
ら
の
由
来
、
文
化
の
変
化
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
と
い
う
「
こ
れ
ら
四

つ
の
意
味
は
、
出
来
事
の
《
主
体
》（das »Subjekt«

）
と
し
て
の
人
間
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
一
つ
に
連
関
し
て
い
る
」（SZ,379

）

と
い
う
こ
と
か
ら
、
人
間
存
在
の
歴
史
的
な
あ
り
方
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
手
始
め
と
し
て
、
人
間
存
在
の

「
こ
の
あ
り
方
が
時
間
性
に
根
ざ
し
て
い
る
」（SZ,379

）
と
い
う
見
立
て
の
も
と
、「
歴
史
の
概
念
の
な
か
で
《
過
去
》
が
占
め
る
注

目
す
べ
き
優
位
を
い
っ
そ
う
鋭
く
描
き
示
す
」（SZ,379

）
た
め
に
、
歴
史
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
古
家
具
の
よ
う
な
骨
董
品
に

そ
な
わ
る
性
格
に
注
目
す
る
。

そ
う
し
た
骨
董
品
は
、
古
く
昔
の
時
代
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
今
も
な
お
大
事
に
保
管
さ
れ
て
現
存
し
て
い
る
。
過
ぎ
去
っ
て
、

も
は
や
現
存
し
な
い
過
去
の
も
の
で
は
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
の
古
家
具
は
歴
史
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

歴
史
学
的
な
興
味
や
関
心
の
対
象
と
な
り
、
歴
史
的
な
記
念
物
と
し
て
博
物
館
に
展
示
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
そ
う
み

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
い
う
と
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
る
と
お
り
、
順
序
は
逆
で
、
も
と
も
と
、
そ
の

古
家
具
そ
の
も
の
が
「
歴
史
的
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
歴
史
学
の
対
象

0

0

0

0

0

0

（historischer Gegenstand

）」（SZ,380

）
と
な
り
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
た
だ
単
に
、
そ
の
道
具
が
時
を
経
て
古
び
、
劣
化
や
老
朽
化
と
い
っ
た
変
化
を
と
も
な
う
か
ら
、

二
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そ
う
な
っ
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
使
い
古
し
の
タ
オ
ル
な
ど
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
古
く
な
っ
た

だ
け
で
歴
史
的
に
な
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
で
は
、
も
は
や
と
く
に
道
具
と
し
て
は
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
。
だ
と
し
た
ら
、
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
の
家
具
や
食
器
、
楽
器
や
ジ
ー
ン
ズ
な
ど
の
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
品
の
よ
う
に
、
今
な
お
古
く

て
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
愛
用
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
ま
だ
歴
史
的
で
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
と

な
る
と
、
い
ま
な
お
使
わ
れ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
も
な
い
よ
う
だ
。
で
は
、
何
が
ど
う
変
わ
っ
て
こ
の
道
具
は

歴
史
的
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
道
具
を
使
用
す
る
人
間
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
な
お
そ
う
と
す
る
。

使
用
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
関
係
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
物
は
も
は
や
、
そ
う
で
あ
っ
た
何
か
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
何

が
《
過
ぎ
去
っ
た
》
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
世
界
0

0

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
世
界
の
中
で
そ
れ
ら
は
何
ら
か
の
道
具
連

関
の
一
部
を
な
し
な
が
ら
、
手
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
出
く
わ
し
て
き
て
、
何
ら
か
の
用
を
す
ま
せ
よ
う
と
す
る
現
存
在
に

よ
っ
て
、
つ
ま
り
世
界−

内−

存
在
と
し
て
の
現
存
在
（in-der-W

elt-seiendes D
asein

）
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ

の
世
界

0

0

が
、
も
は
や
な
い
の
だ
。（SZ,380

）

そ
の
古
家
具
が
歴
史
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
現
存
や
か
つ
て
の
状
態
、
使
用
が
過
ぎ
去
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
た
世
界
が
過
ぎ
去
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
世
界
が
過
ぎ
去
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

を
い
う
の
か
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
貫
し
て
、
人
間
存
在
の
こ
と
を
「
現
存
在
（D

asein

）」
と
呼
び

二
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過
去
が
あ
り
、
そ
こ
に
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
人
間
（
現
存
在
）
が
生
き
て
い
た
。
そ
の
現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
に

向
き
合
う
視
野
が
開
か
れ
て
こ
そ
、
歴
史
が
な
り
た
つ
。
当
た
り
前
と
い
え
ば
、
じ
つ
に
当
た
り
前
な
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
よ

う
に
も
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
引
用
符
で
括
ら
れ
た
そ
の
「《
過
去
》（»V

ergangenheit«

）」
や
、
そ
の
過
去
が
「
開
か
れ
て
い
る

（erschlossen,offen

）」
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
過
ぎ
去
っ
て
、
も
は
や
現
存
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
こ
れ
と
は
ま
た
違
っ
た
時
間
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

ど
う
見
て
も
、
現
存
在
は
け
っ
し
て

0

0

0

0

過
ぎ
去
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い

0

0

0

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
不
滅
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ

れ
は
本
質
的
に
け
っ
し
て
現
存
す
る

0

0

0

0

（vorhanden

）
こ
と
な
ど
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
実
存

0

0

す
る

0

0

（existiert

）
か
ら
で
あ
る
。（SZ,380

）

現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
特
有
の
あ
り
方
は
、
身
の
回
り
に
あ
る
事
物
や
道
具
と
違
っ
て
、
持
ち
合
わ
せ
の
も
の
と
し
て
現
存
し

て
い
た
り
、
現
存
し
な
く
な
っ
た
り
（
過
ぎ
去
っ
た
り
）
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
存
す
る
事
物
や
出
来
事
を
前
に
し
て

自
分
が
で
き
る
こ
と
や
で
き
な
い
こ
と
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
可
能
性
を
思
い
描
き
、
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
分
の
進
む
道
を
決
め

な
が
ら
生
き
て
い
る
。
人
間
な
ら
で
は
と
い
え
る
こ
の
あ
り
方
、
生
き
方
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
実
存
す
る
こ
と

（existieren

）」「
実
存
（Existenz

）」
と
言
い
表
す
わ
け
だ
。

だ
と
す
る
と
、
過
去
の
現
存
在
に
向
き
合
う
と
き
の
そ
の
「《
過
去
》
が
開
か
れ
て
い
る
」、
そ
の
「《
過
去
》
へ
の
道
が
開
か
れ

て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
合
い
の
こ
と
に
な
る
の
か
。
つ
ま
り
、
過
去
の
現
存
在
の
そ
の
過
去
の
あ
り
方
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
も
は
や
実
存
し
て
い
な
い
現
存
在
と
い
っ
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
は
存
在
論
的
に
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な
お
し
て
い
る
。
人
間
は
他
の
存
在
と
違
っ
て
、
自
分
の
生
き
る
世
界
や
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
あ
れ
こ
れ
の
も
の
や
出
来
事
、
自

分
や
周
り
の
人
た
ち
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
う
い
う
も
の
で
、
そ
れ
ら
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
い
い
の
か
、
そ
れ
な
り
に
で
も
、
そ

の
あ
り
よ
う
や
勝
手
を
わ
か
っ
て
い
る
（
了
解
し
て
い
る
）
は
ず
で
あ
る
。
現
存
在
と
は
、
そ
う
し
た
「
存
在
了
解
（Seinsverständnis

）」

が
な
り
た
つ
「
現
場
（da

）」
と
し
て
「
存
在
（sein

）」
し
て
い
る
人
間
特
有
の
あ
り
方
を
強
調
す
る
た
め
の
言
い
回
し
と
し
て
理

解
し
て
お
け
ば
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
現
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
や
現
場
に
身
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
こ
で

う
ま
く
生
き
て
い
く
た
め
に
何
ら
か
の
視
野
や
見
通
し
を
頼
り
に
し
て
い
く
し
か
な
い
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
世
界
（W

elt

）」
と

い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
そ
の
人
間
に
開
か
れ
て
い
る
そ
う
し
た
視
野
や
見
通
し
の
全
体
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
現
存
在
と

し
て
の
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
「
世
界−

内−

存
在
（In-der-W

elt-sein

）」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
、
そ
の
古
道
具
が
歴
史
的
で
あ
る
の
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
現
存
在
、
つ
ま
り
、
そ
の
世
界
を
生
き
て
い
た
は

ず
の
人
間
存
在
の
あ
り
方
が
過
ぎ
去
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
歴
史
の
な
り
た
ち
を

現
存
在
と
し
て
今
を
生
き
る
人
間
が
過
ぎ
去
っ
た
現
存
在
と
し
て
過
去
を
生
き
て
い
た
は
ず
の
人
間
に
向
き
合
う
あ
り
方
と
し
て
と

ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
。

２
．
既
存
と
い
う
あ
り
方
（
気
が
か
り
と
い
う
時
間
的
な
あ
り
方
）

そ
う
考
え
る
と
、
た
し
か
に
、
第
七
六
節
で
そ
の
点
を
ふ
り
返
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
意
味
で

「《
過
去
》
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
（erschlossen

）」、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
歴
史
と
い
う
も
の
が
な
り
た
ち
、
そ
の
歴
史
に
つ
い
て

の
認
識
、
つ
ま
り
歴
史
学
と
い
う
も
の
も
な
り
た
つ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。「《
過
去
》
の
な
か
へ
歴
史
学
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く

た
め
に
は
《
過
去
0

0

》
へ
の
道

0

0

0

が
開
か
れ
て

0

0

0

0

（offen

）
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
ろ
う
（SZ,393

）。
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過
去
が
あ
り
、
そ
こ
に
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
人
間
（
現
存
在
）
が
生
き
て
い
た
。
そ
の
現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
に

向
き
合
う
視
野
が
開
か
れ
て
こ
そ
、
歴
史
が
な
り
た
つ
。
当
た
り
前
と
い
え
ば
、
じ
つ
に
当
た
り
前
な
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
よ

う
に
も
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
引
用
符
で
括
ら
れ
た
そ
の
「《
過
去
》（»V
ergangenheit«

）」
や
、
そ
の
過
去
が
「
開
か
れ
て
い
る

（erschlossen,offen

）」
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
過
ぎ
去
っ
て
、
も
は
や
現
存
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
こ
れ
と
は
ま
た
違
っ
た
時
間
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

ど
う
見
て
も
、
現
存
在
は
け
っ
し
て

0

0

0

0

過
ぎ
去
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い

0

0

0

。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
不
滅
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ

れ
は
本
質
的
に
け
っ
し
て
現
存
す
る

0

0

0

0

（vorhanden

）
こ
と
な
ど
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
実
存
0

0

す
る

0

0

（existiert

）
か
ら
で
あ
る
。（SZ,380

）

現
存
在
と
し
て
の
人
間
の
特
有
の
あ
り
方
は
、
身
の
回
り
に
あ
る
事
物
や
道
具
と
違
っ
て
、
持
ち
合
わ
せ
の
も
の
と
し
て
現
存
し

て
い
た
り
、
現
存
し
な
く
な
っ
た
り
（
過
ぎ
去
っ
た
り
）
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
存
す
る
事
物
や
出
来
事
を
前
に
し
て

自
分
が
で
き
る
こ
と
や
で
き
な
い
こ
と
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
可
能
性
を
思
い
描
き
、
そ
れ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
自
分
の
進
む
道
を
決
め

な
が
ら
生
き
て
い
る
。
人
間
な
ら
で
は
と
い
え
る
こ
の
あ
り
方
、
生
き
方
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
実
存
す
る
こ
と

（existieren

）」「
実
存
（Existenz

）」
と
言
い
表
す
わ
け
だ
。

だ
と
す
る
と
、
過
去
の
現
存
在
に
向
き
合
う
と
き
の
そ
の
「《
過
去
》
が
開
か
れ
て
い
る
」、
そ
の
「《
過
去
》
へ
の
道
が
開
か
れ

て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
合
い
の
こ
と
に
な
る
の
か
。
つ
ま
り
、
過
去
の
現
存
在
の
そ
の
過
去
の
あ
り
方
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
も
は
や
実
存
し
て
い
な
い
現
存
在
と
い
っ
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
は
存
在
論
的
に

二
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そ
う
し
た
時
間
的
な
あ
り
方
か
ら
な
り
た
つ
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で
に
第
一
編
の
第
四
一
節
で
「
気
が
か
り

（Sorge

）」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
気
が
か
り
と
は
、「
お
の
れ
に−

先
だ
っ
て−

す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち
に−
（
世
間
の

う
ち
で
出
く
わ
し
て
く
る
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
と
し
て−

存
在
す
る
」（SZ,192

）
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、

「
お
の
れ
に−

先
だ
っ
て
」
が
ま
さ
に
来
た
ら
ん
と
す
る
将
来
と
し
て
の
未
来
の
あ
り
方
か
ら
、「
す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち

に
」
が
す
で
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
既
存
と
し
て
の
過
去
の
あ
り
方
か
ら
、「（
世
間
の
う
ち
で
出
会
う
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
」

が
今
の
暮
ら
し
を
案
じ
る
現
在
の
あ
り
方
か
ら
な
り
た
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
だ
。

と
な
る
と
、
将
来
や
既
存
を
気
に
か
け
な
が
ら
今
を
生
き
る
こ
と
、
そ
う
し
た
時
間
性
に
も
と
づ
く
気
が
か
り
と
い
う
あ
り
方
と

し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
歴
史
が
な
り
た
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
歴
史
は
現
存
在
の
あ
り
方
に
含
ま
れ
、
し
か
し
こ
の
現
存
在

の
あ
り
方
は
時
間
性
に
根
ざ
し
て
い
る
」（SZ,379

）
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

Ⅱ
．
本
来
的
な
歴
史
性
と
は
何
な
の
か

３
．
本
来
的
な
時
間
性
と
は
何
な
の
か

も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
現
存
在
の
歴
史
性
が
時
間
性
に
根
ざ
す
と
い
っ
て
も
、
将
来
や
既
存
を
気
に
か
け
今
を
生

き
る
時
間
性
と
い
う
側
面
だ
け
か
ら
で
は
そ
の
歴
史
性
は
な
り
た
た
な
い
。
そ
れ
が
な
り
た
つ
の
は
、
す
で
に
第
六
二
節
で
示
さ
れ

て
い
た
時
間
性
、「
何
よ
り
も
ま
ず
本
来
的
に
実
存
す
る
と
い
う
あ
り
方
に
目
を
向
け
て
あ
ら
わ
に
し
、
先
駆
的
覚
悟
性
と
性
格
づ

け
た
」（SZ,382

）
時
間
性
で
あ
っ
て
こ
そ
の
話
だ
と
い
う
の
だ
。
そ
の
時
間
性
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
本
来
的
な
時
間

性
」
と
呼
ぶ
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。

三
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厳
密
な
意
味
で
は
、
過
ぎ
去
っ
て
い
る
（vergangen

）
の
で
は
な
く
、
す
で
に
現
に−

存
在
し
て
い
る
（da-gew

esen

）
の
だ
」

（SZ,380f

）
と
い
う
よ
う
に
じ
つ
に
微
妙
な
言
い
回
し
を
す
る
。
こ
う
し
て
、
歴
史
の
な
り
た
ち
を
「
す
で
に
現
に−

存
在
し
て
い

る
現
存
在
の
何
ら
か
の
既
存
の
世
界
（gew

esene W
elt

）
か
ら
の
由
来
」（SZ,381

）
と
し
て
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
（
６
）。

で
は
、
そ
の
「
す
で
に
…
…
存
在
し
て
い
る
、
既
存
の
（gew

esen

）」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

つ
づ
く
第
七
四
節
で
改
め
て
、
現
存
在
の
時
間
性
（Zeitlichkeit

）
と
い
う
あ
り
方
に
注
目
す
る
。「
現
存
在
の
歴
史
性
に
つ
い
て
の

解
釈
は
、
よ
う
す
る
に
、
時
間
性
の
あ
り
方
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
練
り
上
げ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
」

（SZ,382

）
と
い
う
の
だ
。

現
在
に
の
み
縛
ら
れ
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
過
去
や
未
来
に
も
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
今
、
何
が
で
き
る
か
を
考
え
て
暮
ら
し
を

整
え
る
。
人
間
の
思
い
の
さ
き
に
は
現
在
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
未
来
や
過
去
へ
の
道
も
開
か
れ
て
い
る
。
人
間
な
ら
で
は
と
い
え

る
よ
う
な
そ
の
あ
り
方
、
暮
ら
し
方
、
生
き
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
時
間
性
、
時
間
的
な
あ
り
方
」
と
呼
ぶ
。
そ
う
な
る
と
、
人
間

の
日
々
の
暮
ら
し
や
生
活
に
と
っ
て
は
、
未
来
は
ま
だ
来
て
は
い
な
い
「
ま
だ
な
い
も
の
」、
過
去
は
過
ぎ
去
っ
て
「
も
は
や
な
い

も
の
」
と
し
て
し
ま
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
面
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
。
自
分
が
す
で
に
身
を
お
き
暮
ら
し
て
い
る
地
域
。
そ
こ
へ
と
襲
い
か
か
る
台
風
に
備
え
る
と
い
っ
た

状
況
を
考
え
て
み
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
暮
ら
し
の
行
き
先
を
案
じ
る
と
い
う
そ
の
切
実
な
身
の
あ
り
方
に
と
っ
て

は
、
未
来
と
い
っ
て
も
、
ま
さ
に
来
た
ら
ん
と
す
る
将
来
と
い
う
側
面
が
、
過
去
と
い
っ
て
も
、
す
で
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
、
既
存

（Gew
esenheit

）
と
い
う
側
面
が
よ
り
鋭
く
際
立
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。「
す
で
に
現
に−

存
在
し
て
い
る
（da-gew

esen

）」「
既
存

の
世
界
（gew

esene W
elt

）」
と
い
う
時
間
の
あ
り
方
も
、
こ
の
既
存
（Gew

esenheit

）
と
い
う
人
間
存
在
の
時
間
の
あ
り
方
に
結

び
つ
け
て
と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
わ
け
だ
。

三
三
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そ
う
し
た
時
間
的
な
あ
り
方
か
ら
な
り
た
つ
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で
に
第
一
編
の
第
四
一
節
で
「
気
が
か
り

（Sorge

）」
と
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
の
気
が
か
り
と
は
、「
お
の
れ
に−

先
だ
っ
て−

す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち
に−

（
世
間
の

う
ち
で
出
く
わ
し
て
く
る
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
と
し
て−

存
在
す
る
」（SZ,192

）
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
言
う
の
だ
が
、

「
お
の
れ
に−
先
だ
っ
て
」
が
ま
さ
に
来
た
ら
ん
と
す
る
将
来
と
し
て
の
未
来
の
あ
り
方
か
ら
、「
す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち

に
」
が
す
で
に
そ
う
で
あ
る
と
い
う
既
存
と
し
て
の
過
去
の
あ
り
方
か
ら
、「（
世
間
の
う
ち
で
出
会
う
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
」

が
今
の
暮
ら
し
を
案
じ
る
現
在
の
あ
り
方
か
ら
な
り
た
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
わ
け
だ
。

と
な
る
と
、
将
来
や
既
存
を
気
に
か
け
な
が
ら
今
を
生
き
る
こ
と
、
そ
う
し
た
時
間
性
に
も
と
づ
く
気
が
か
り
と
い
う
あ
り
方
と

し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
歴
史
が
な
り
た
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
歴
史
は
現
存
在
の
あ
り
方
に
含
ま
れ
、
し
か
し
こ
の
現
存
在

の
あ
り
方
は
時
間
性
に
根
ざ
し
て
い
る
」（SZ,379

）
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

Ⅱ
．
本
来
的
な
歴
史
性
と
は
何
な
の
か

３
．
本
来
的
な
時
間
性
と
は
何
な
の
か

も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
現
存
在
の
歴
史
性
が
時
間
性
に
根
ざ
す
と
い
っ
て
も
、
将
来
や
既
存
を
気
に
か
け
今
を
生

き
る
時
間
性
と
い
う
側
面
だ
け
か
ら
で
は
そ
の
歴
史
性
は
な
り
た
た
な
い
。
そ
れ
が
な
り
た
つ
の
は
、
す
で
に
第
六
二
節
で
示
さ
れ

て
い
た
時
間
性
、「
何
よ
り
も
ま
ず
本
来
的
に
実
存
す
る
と
い
う
あ
り
方
に
目
を
向
け
て
あ
ら
わ
に
し
、
先
駆
的
覚
悟
性
と
性
格
づ

け
た
」（SZ,382

）
時
間
性
で
あ
っ
て
こ
そ
の
話
だ
と
い
う
の
だ
。
そ
の
時
間
性
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
本
来
的
な
時
間

性
」
と
呼
ぶ
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。

三
三
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も
の
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
な
る
。
可
能
性
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
の
可
能
性
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
越
え
て
、

も
は
や
そ
の
さ
き
に
は
そ
れ
を
実
現
す
る
自
分
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
「
追
い
越
す
こ
と
の
で
き
な
い
実
存
の
可
能
性
」

（SZ,383

）
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
実
現
不
可
能
な
可
能
性
に
向
か
っ
て
投
企
す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
「
先
駆
的
覚
悟
性

（vorlaufende Entschlossenheit

）」
で
あ
り
、
こ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
本
来
的
に
実
存
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
本
来
的
な
時
間
性
と
い

う
あ
り
方
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
、
そ
う
言
わ
れ
て
も
ど
う
だ
ろ
う
。
実
現
で
き
な
い
可
能
性
に
向
き
合
う
（
投
企
す
る
）
と
は
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と

を
い
う
の
か
。
そ
も
そ
も
、
実
現
で
き
な
い
可
能
性
は
可
能
性
と
い
え
る
の
か
。
肝
心
要
の
そ
の
点
が
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

す
で
に
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
先
駆
的
覚
悟
性
」
と
い
っ
て
も
何
を
ど
う
覚
悟
す
れ
ば
い
い
の
か
、

何
も
具
体
的
な
こ
と
は
示
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
だ
（
７
）。

な
に
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
、
半
ば
開
き
な
お
る
か
の
様
子
で
、「
と
は

い
え
、
し
か
し
事
実
的
に
開
か
れ
る
実
存
の
可
能
性
は
死
か
ら
取
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」「
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
事
実
的
に

0

0

0

0

何

を
覚
悟
す
る
の
か
、
そ
れ
を
こ
の
実
存
論
的
分
析
は
原
理
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（SZ,383

）
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
く

ら
い
な
の
だ
か
ら
。

そ
の
問
題
は
そ
れ
と
し
て
ま
た
あ
と
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
先
駆
的
覚
悟
性
と
言
わ
れ
る
そ
の
本
来
的
な

実
存
と
い
う
あ
り
方
は
、
宙
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
空
虚
な
あ
り
方
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
考
え
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。「
本
来

的
な
実
存
的
了
解
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
既
存
の
解
釈
か
ら
ほ
と
ん
ど
逃
れ
る
こ
と
は
な
い
」（SZ,383

）
こ
と
も
認
め
て
い
る
か
ら
だ
。

「
現
存
在
は
、
投
げ
こ
ま
れ
、
何
ら
か
の
《
世
界
》
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
事
実
的
に
ほ
か
の
人
た
ち
と
と
も
に
実
存
し
て
い
る
」

の
だ
か
ら
、
覚
悟
性
と
い
っ
て
も
、「
そ
れ
は
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
受
け
継
い
で
い
る
遺
産
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
来
的
に
実

存
す
る
こ
と
の
そ
の
つ
ど
の
事
実
的
な
可
能
性
を
開
く
」
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
だ
（SZ,383

）。
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こ
れ
を
踏
ま
え
て
第
七
四
節
で
は
、
本
来
的
な
時
間
性
、
つ
ま
り
先
駆
的
覚
悟
性
と
い
う
「
そ
の
あ
り
方
の
な
か
に
、
ど
う
し
て
、

現
存
在
の
本
来
的
な
生
起
が
あ
る
の
か
」（SZ,382

）
を
問
お
う
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
本
来
的
な
生
起
（Geschehen

）」
と

い
う
あ
り
方
の
う
ち
に
人
間
存
在
の
歴
史
性
、
本
来
的
な
歴
史
性
が
な
り
た
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の

本
来
的
な
生
起
、
本
来
的
な
歴
史
性
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

そ
も
そ
も
、
本
来
的
に
実
存
す
る
あ
り
方
、
先
駆
的
覚
悟
性
、
本
来
的
な
時
間
性
と
は
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。

人
間
は
自
分
が
置
か
れ
た
状
況
に
合
わ
せ
て
、
で
き
る
こ
と
や
で
き
な
い
こ
と
、
そ
う
し
た
可
能
性
を
思
い
描
き
、
そ
れ
を
投
影

し
な
が
ら
、
事
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
人
間
な
ら
で
は
と
い
え
る
こ
の
あ
り
方
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
実
存
す
る
こ

と
」「
実
存
」
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
可
能
性
が
投
影
さ
れ
る
あ
り
よ
う
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
投
企
（Entw

urf

）」（「
了
解

（V
erständnis

）」）
と
呼
ぶ
。
だ
が
、
投
企
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
自
由
気
ま
ま
な
振
る
舞
い
で
は
あ
り
え
な
い
。
状
況
や
自
分
の

身
の
丈
に
応
じ
て
描
き
出
さ
れ
て
く
る
可
能
性
に
否
応
な
し
に
身
を
委
ね
て
い
く
し
か
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
事
実
に
投
げ
込
ま
れ
て

（gew
orfen

）
生
き
て
い
く
し
か
な
い
人
間
の
あ
り
方
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
「
被
投
性
（Gew

orfenheit

）」
で
あ
る
。
そ
の
投
企
を

「
被
投
的
投
企
（gew

orfener Entw
urf

）」
と
呼
ぶ
の
も
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
気
が
か
り
（Sorge

）」
と
呼
ん
だ
の
は
、
そ
う
し
た
被
投
的
投
企
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
、「
お
の
れ
に−

先
だ
っ
て
」
が
投
企
、「
す
で
に−

（
世
界
）−

の
う
ち
に
」
が
被
投
性
、「（
世
間
の
う
ち
で
出
会
う
存
在
者
）
の
も
と
で
の−

存
在
」

が
目
先
の
事
を
進
め
て
い
く
し
か
な
い
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
頽
落
（V

erfallen

）」
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
こ

の
「
気
が
か
り
と
い
う
あ
り
方
が
時
間
性
に
根
ざ
し
て
い
る
」（SZ,382
）
と
さ
れ
る
わ
け
だ
。
人
間
は
、
既
存
の
状
況
に
投
げ
こ
ま

れ
な
が
ら
、
将
来
に
向
け
て
可
能
性
を
投
企
し
、
こ
の
今
を
や
り
く
り
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
第
六
二
節
で
、
そ
う
し
た
あ
れ
こ
れ
の
可
能
性
の
一
番
さ
き
に
待
っ
て
い
る
可
能
性
と
し
て
死
と
い
う

三
三



114 桜 文 論 叢

も
の
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
な
る
。
可
能
性
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
た
だ
の
可
能
性
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
そ
れ
を
越
え
て
、

も
は
や
そ
の
さ
き
に
は
そ
れ
を
実
現
す
る
自
分
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
「
追
い
越
す
こ
と
の
で
き
な
い
実
存
の
可
能
性
」

（SZ,383
）
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
実
現
不
可
能
な
可
能
性
に
向
か
っ
て
投
企
す
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
「
先
駆
的
覚
悟
性

（vorlaufende Entschlossenheit

）」
で
あ
り
、
こ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
本
来
的
に
実
存
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
本
来
的
な
時
間
性
と
い

う
あ
り
方
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

し
か
し
、
そ
う
言
わ
れ
て
も
ど
う
だ
ろ
う
。
実
現
で
き
な
い
可
能
性
に
向
き
合
う
（
投
企
す
る
）
と
は
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と

を
い
う
の
か
。
そ
も
そ
も
、
実
現
で
き
な
い
可
能
性
は
可
能
性
と
い
え
る
の
か
。
肝
心
要
の
そ
の
点
が
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

す
で
に
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
先
駆
的
覚
悟
性
」
と
い
っ
て
も
何
を
ど
う
覚
悟
す
れ
ば
い
い
の
か
、

何
も
具
体
的
な
こ
と
は
示
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
だ
（
７
）。

な
に
し
ろ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
も
、
半
ば
開
き
な
お
る
か
の
様
子
で
、「
と
は

い
え
、
し
か
し
事
実
的
に
開
か
れ
る
実
存
の
可
能
性
は
死
か
ら
取
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」「
現
存
在
は
そ
の
つ
ど
事
実
的
に

0

0

0

0

何

を
覚
悟
す
る
の
か
、
そ
れ
を
こ
の
実
存
論
的
分
析
は
原
理
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（SZ,383

）
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
く

ら
い
な
の
だ
か
ら
。

そ
の
問
題
は
そ
れ
と
し
て
ま
た
あ
と
で
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
先
駆
的
覚
悟
性
と
言
わ
れ
る
そ
の
本
来
的
な

実
存
と
い
う
あ
り
方
は
、
宙
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
空
虚
な
あ
り
方
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
も
考
え
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。「
本
来

的
な
実
存
的
了
解
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
既
存
の
解
釈
か
ら
ほ
と
ん
ど
逃
れ
る
こ
と
は
な
い
」（SZ,383

）
こ
と
も
認
め
て
い
る
か
ら
だ
。

「
現
存
在
は
、
投
げ
こ
ま
れ
、
何
ら
か
の
《
世
界
》
に
頼
ら
ざ
る
を
え
ず
、
事
実
的
に
ほ
か
の
人
た
ち
と
と
も
に
実
存
し
て
い
る
」

の
だ
か
ら
、
覚
悟
性
と
い
っ
て
も
、「
そ
れ
は
投
げ
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
で
受
け
継
い
で
い
る
遺
産
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
来
的
に
実

存
す
る
こ
と
の
そ
の
つ
ど
の
事
実
的
な
可
能
性
を
開
く
」
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
だ
（SZ,383

）。
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も
っ
と
も
、
そ
の
運
命
と
い
う
あ
り
方
に
被
投
性
が
つ
き
ま
と
う
と
い
っ
て
も
、
既
存
の
解
釈
や
遺
産
を
無
自
覚
に
受
け
継
ぐ
こ

と
に
終
始
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
そ
の
根
源
的
な
生
起
の
な
か
で
、
現
存
在
は
、
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
い
て
、
受
け
継
い

だ
可
能
性
と
は
い
え
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
び
と
ら
れ
た
一
つ
の
可
能
性
に
お
い
て
そ
の
身
を
自
分
自
身
の
手
に
ゆ
だ

0

0

0

0

ね
る

0

0

（überliefert

）」（SZ,384

）
の
だ
と
い
う
。
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
そ
の
肝
心
な
点
は
、
や
は
り
判
然
と
し
な
い

ま
ま
で
は
あ
る
が
、
運
命
と
い
う
あ
り
方
の
な
か
で
、
既
存
の
遺
産
を
受
け
継
ぎ
、
伝
承
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
可
能
性

を
選
び
と
り
、
自
分
自
身
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
自
覚
的
な
選
択
が
な
り
た
つ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。「
手
に
ゆ
だ
ね
る
」
と

訳
し
たüberliefert

と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
は
「
伝
承
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
言

葉
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
こ
の
言
葉
を
あ
え
て
使
う
の
は
、
伝
承
で
あ
り
な
が
ら
も
自
覚
的
な
選
択
が
な
り
た
つ
と
い
う
二
重
の

意
味
を
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
自
覚
を
と
も
な
う
伝
承
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

「
反
復
（W

iederholung

）」
と
呼
ぶ
。「
反
復
と
は

0

0

0

0

、
き
っ
ぱ
り
と
し
た
伝
承

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Ü
berlieferung

）
の
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」（SZ,385

）
と
い

う
の
も
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
つ
づ
く
第
七
五
節
で
「
現
存
在
の
歴
史
性
は
、
本
質
上
、
世
界
の
歴
史
性
で
あ
る
」（SZ,388

）
こ
と
を
見
定
め
た
あ

と
、
第
七
六
節
以
降
で
は
、
こ
の
反
復
と
い
う
点
か
ら
、
い
よ
い
よ
、
歴
史
学
の
本
来
の
あ
り
方
、「
本
来
的
な
歴
史
学

（eigentliche H
istorie

）」
が
な
り
た
つ
条
件
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。

《
過
去
》
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
な
開
示
は
、
運
命
的
な
反
復
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
《
主
観

的
》
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
そ
れ
こ
そ
が
歴
史
学
の
《
客
観
性
》
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。（SZ,395

）
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そ
こ
で
、
ど
う
し
た
わ
け
か
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
唐
突
に
も
「
運
命
（Schicksal

）」
と
い
う
こ
と
を
口
に
す
る
。
も
っ
と
も
運

命
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
も
、
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
と
は
ま
た
少
し
違
う
。
そ
れ
は
、「《
幸
運
な
》
事
情
に
《
出

く
わ
す
こ
と
》
や
偶
然
の
残
酷
さ
」
の
よ
う
に
「
事
情
や
事
件
の
衝
突
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
は
な
い
」（SZ,384

）。
む

し
ろ
、
幸
運
や
不
運
と
い
う
そ
う
し
た
意
味
で
の
「
運
命
の
一
撃
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
現
存
在
が
、
す
で
に
特
徴
づ

け
た
意
味
で
の
そ
の
あ
り
方
の
根
拠
に
お
い
て
運
命
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
こ
そ
な
の
だ
」（SZ,384

）
と
い
う
。
つ
ま
り
、

「
本
来
的
で
あ
る
と
同
時
に
有
限
で
あ
る
時
間
性
だ
け
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
運
命
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
本
来
的
な
歴
史
性
を
可
能
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る

0

0

」（SZ,385

）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
運
命
と
い
う
も
の
を
本
来
的
な
時
間
性
か
ら
と
ら
え
な
お
し
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
本
来
的
な
歴
史
性
と
し
て
な
り
た
つ
と
考
え
て
い
る
わ
け
だ
。

４
．
本
来
的
な
歴
史
性
（
運
命
と
反
復
）
と
は
何
な
の
か

で
は
、
そ
の
運
命
と
い
う
あ
り
方
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
運
命
を
「
本
来
的
な
覚
悟
性
に
横
た
わ

る
現
存
在
の
根
源
的
な
生
起
（Geschehen

）」（SZ,384
）
と
言
い
表
す
。
そ
の
生
起
と
は
、
す
で
に
第
七
二
節
で
言
わ
れ
た
「
誕
生

と
死
の
あ
い
だ
の

0

0

0

0

現
存
在
の
延
び
広
が
り

0

0

0

0

0

（Erstreckung

）」（SZ,373f

）、「
延
び
広
が
っ
て
い
な
が
ら
延
び
広
が
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（erstrecktes Sicherstrecken

）
と
い
う
特
有
の
動
か
さ
れ
方
（Bew

egtheit

）」（SZ,375

）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
延
び
広
が
り
」

「
生
起
」
と
は
、
よ
う
す
る
に
、
既
存
の
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
て
（
延
び
広
が
っ
て
）
い
な
が
ら
、
将
来
に
向
け
て
可
能
性
を
投
企
し

（
延
び
広
が
り
）、
こ
の
今
を
生
き
て
い
る
と
い
う
時
間
性
か
ら
な
り
た
つ
「
気
が
か
り
」
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な

り
た
ち
を
歴
史
性
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
な
お
す
た
め
に
生
起
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
生
起

が
本
来
的
な
覚
悟
性
の
な
か
で
「
根
源
的
な
生
起
」
つ
ま
り
「
運
命
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
わ
け
だ
。

三
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も
っ
と
も
、
そ
の
運
命
と
い
う
あ
り
方
に
被
投
性
が
つ
き
ま
と
う
と
い
っ
て
も
、
既
存
の
解
釈
や
遺
産
を
無
自
覚
に
受
け
継
ぐ
こ

と
に
終
始
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
そ
の
根
源
的
な
生
起
の
な
か
で
、
現
存
在
は
、
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
い
て
、
受
け
継
い

だ
可
能
性
と
は
い
え
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
選
び
と
ら
れ
た
一
つ
の
可
能
性
に
お
い
て
そ
の
身
を
自
分
自
身
の
手
に
ゆ
だ

0

0

0

0

ね
る

0

0

（überliefert

）」（SZ,384

）
の
だ
と
い
う
。
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
そ
の
肝
心
な
点
は
、
や
は
り
判
然
と
し
な
い

ま
ま
で
は
あ
る
が
、
運
命
と
い
う
あ
り
方
の
な
か
で
、
既
存
の
遺
産
を
受
け
継
ぎ
、
伝
承
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
可
能
性

を
選
び
と
り
、
自
分
自
身
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
自
覚
的
な
選
択
が
な
り
た
つ
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。「
手
に
ゆ
だ
ね
る
」
と

訳
し
たüberliefert

と
い
う
ド
イ
ツ
語
に
は
「
伝
承
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
こ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
言

葉
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
こ
の
言
葉
を
あ
え
て
使
う
の
は
、
伝
承
で
あ
り
な
が
ら
も
自
覚
的
な
選
択
が
な
り
た
つ
と
い
う
二
重
の

意
味
を
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
自
覚
を
と
も
な
う
伝
承
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

「
反
復
（W

iederholung

）」
と
呼
ぶ
。「
反
復
と
は

0

0

0

0

、
き
っ
ぱ
り
と
し
た
伝
承

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Ü
berlieferung

）
の
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」（SZ,385

）
と
い

う
の
も
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
つ
づ
く
第
七
五
節
で
「
現
存
在
の
歴
史
性
は
、
本
質
上
、
世
界
の
歴
史
性
で
あ
る
」（SZ,388

）
こ
と
を
見
定
め
た
あ

と
、
第
七
六
節
以
降
で
は
、
こ
の
反
復
と
い
う
点
か
ら
、
い
よ
い
よ
、
歴
史
学
の
本
来
の
あ
り
方
、「
本
来
的
な
歴
史
学

（eigentliche H
istorie

）」
が
な
り
た
つ
条
件
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。

《
過
去
》
に
つ
い
て
の
歴
史
学
的
な
開
示
は
、
運
命
的
な
反
復
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
《
主
観

的
》
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
そ
れ
こ
そ
が
歴
史
学
の
《
客
観
性
》
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。（SZ,395

）
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れ
ば
い
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
、
こ
の
歴
史
性
の
分
析
が
『
存
在
と
時
間
』
の
本
来
の
目
的

で
あ
る
は
ず
の
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
ど
こ
で
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
の
こ
と
、
見
通
し
は
不
透

明
な
ま
ま
と
い
う
し
か
な
い
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
点
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
や
真
意
が
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
『
存
在
と
時
間
』

の
叙
述
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
目
的
を
果
た
せ
ず
頓
挫
し
た
失
敗
作
だ

と
す
る
見
方
も
な
り
た
つ
。
だ
と
し
て
も
、
そ
う
見
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
意
図
や
洞
察
が
、
す
で
に
そ
の
論
述
の
背
後
に
見

え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
補
う
た
め
の
視
点
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
論
文
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
の
底
を
貫
く
意
図

に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
に
し
ろ
、
そ
こ
で
も
ま
た
、「
作
品
に
よ
る
真
理
の
生
起
（ein Geschehen der W

ahrheit am
 

W
erk

）」（U
K

,30

）
と
い
う
点
か
ら
「
生
起
（Geschehen

）」
と
い
う
あ
り
方
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
し
か
も
「
芸
術
は
、
歴
史
を

根
づ
か
せ
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
で
歴
史
で
あ
る
」（U

K
,80

）
と
い
う
視
点
や
、「
芸
術
は
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
な
現
存
在
に

お
け
る
根
源
で
あ
る
の
か
」（U

K
,80

）
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

で
は
、
そ
の
「
真
理
の
生
起
」
と
は
何
な
の
か
。
芸
術
は
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
現
存
在
に
お
け
る
根
源
で
あ
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
錯
綜
し
て
い
る
か
に
見
え
る
そ
の
芸
術
論
の
底
に
沈
む
意
図
を
鋭
く
鷲
掴
み
し
な
お
し
て
み
る
こ
と
で
ま

た
、『
存
在
と
時
間
』
の
歴
史
性
の
分
析
の
真
意
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

三
二

� 111歴史から芸術、そして存在へ（岡山）

と
も
か
く
、
運
命
的
な
反
復
が
と
も
な
わ
ず
し
て
は
本
来
的
な
歴
史
学
は
な
り
た
た
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
だ

ろ
う
。
そ
れ
が
「
主
観
的
」
な
選
択
で
は
な
く
、「
客
観
性
を
保
証
す
る
」
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
保
証
」
は
ど
う
な
り
た
つ
と
い

う
の
か
。
な
に
し
ろ
、
歴
史
学
に
関
わ
り
が
な
い
よ
う
な
「
非
歴
史
学
な
現
存
在
の
歴
史
性
と
同
様
に
、
歴
史
学
的
な

0

0

0

0

0

開
示
も
将
来

0

0

か
ら
0

0

時
間
的
な
あ
り
方
と
し
て
な
り
た
つ
」（SZ,395

）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
客
観
性
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
々

人
が
自
分
の
将
来
の
た
め
に
既
存
の
可
能
性
を
取
捨
選
択
す
る
と
い
っ
た
主
体
的
な
振
る
舞
い
、
も
っ
と
言
え
ば
、
人
生
設
計
や
自

己
啓
発
を
進
め
る
た
め
に
必
要
と
な
る
実
用
的
な
知
識
や
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
こ
と
の
よ
う
に
も
聞
こ
え
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
既
存

よ
り
も
自
分
の
将
来
こ
そ
が
大
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
８
）。

し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
主
体
的
な
選
択
が
な
く
て
も
、
い
や
、
む

し
ろ
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
ず
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
哲
学
史
を
含
め
た
歴
史
学
の
「
客
観
性
を
保
証
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
り
た
つ

は
ず
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
た
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
な
る
と
、
第
七
五
節
で
、「
次
節
で
は
、
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
が
現
存
在
の
歴
史
性
か
ら
存
在
論
的
に
成
立
し
て
く
る
過

程
を
思
い
き
っ
て
投
企
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（SZ,392

）
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
学
問
と
し
て
の
歴
史
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な

学
問
の
こ
と
を
い
う
の
か
。
そ
し
て
「
そ
の
投
企
が
、
こ
の
あ
と
に
試
み
ら
れ
る
べ
き
解
明
、
哲
学
の
歴
史
の
歴
史
学
的
な
解
体
と

い
う
課
題
に
と
っ
て
の
準
備
と
な
る
」（SZ,392

）
と
宣
言
す
る
と
き
、
そ
の
「
歴
史
学
的
」
と
い
う
観
点
と
「
現
存
在
の
歴
史
性
」

の
分
析
と
は
ど
う
結
び
つ
く
と
い
う
の
か
。『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述
の
な
か
だ
け
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
意
図
が
ど
う
に
も

見
え
に
く
い
ま
ま
な
の
だ
。

何
よ
り
も
ま
ず
、
死
に
向
か
っ
て
自
由
で
あ
る
と
い
う
肝
心
要
の
「
先
駆
的
覚
悟
性
」「
本
来
的
な
時
間
性
」
と
い
う
の
は
人
間

存
在
の
ど
う
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
こ
れ
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
あ
り
方
か
ら
「
運
命
」
と
し
て

の
「
本
来
的
な
歴
史
性
」
や
「
反
復
」、
そ
し
て
「
本
来
的
な
歴
史
学
」
が
な
り
た
つ
と
言
わ
れ
て
も
、
や
は
り
、
何
を
ど
う
考
え

三
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れ
ば
い
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
、
こ
の
歴
史
性
の
分
析
が
『
存
在
と
時
間
』
の
本
来
の
目
的

で
あ
る
は
ず
の
「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
に
ど
こ
で
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
の
こ
と
、
見
通
し
は
不
透

明
な
ま
ま
と
い
う
し
か
な
い
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
点
を
め
ぐ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
や
真
意
が
う
ま
く
伝
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
『
存
在
と
時
間
』

の
叙
述
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
目
的
を
果
た
せ
ず
頓
挫
し
た
失
敗
作
だ

と
す
る
見
方
も
な
り
た
つ
。
だ
と
し
て
も
、
そ
う
見
る
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
意
図
や
洞
察
が
、
す
で
に
そ
の
論
述
の
背
後
に
見

え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
。

そ
こ
で
、
こ
れ
を
補
う
た
め
の
視
点
と
い
う
切
り
口
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
論
文
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
の
底
を
貫
く
意
図

に
迫
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
に
し
ろ
、
そ
こ
で
も
ま
た
、「
作
品
に
よ
る
真
理
の
生
起
（ein Geschehen der W

ahrheit am
 

W
erk

）」（U
K

,30

）
と
い
う
点
か
ら
「
生
起
（Geschehen

）」
と
い
う
あ
り
方
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
し
か
も
「
芸
術
は
、
歴
史
を

根
づ
か
せ
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
で
歴
史
で
あ
る
」（U

K
,80

）
と
い
う
視
点
や
、「
芸
術
は
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
な
現
存
在
に

お
け
る
根
源
で
あ
る
の
か
」（U

K
,80

）
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
考
察
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

で
は
、
そ
の
「
真
理
の
生
起
」
と
は
何
な
の
か
。
芸
術
は
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
的
な
現
存
在
に
お
け
る
根
源
で
あ
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
錯
綜
し
て
い
る
か
に
見
え
る
そ
の
芸
術
論
の
底
に
沈
む
意
図
を
鋭
く
鷲
掴
み
し
な
お
し
て
み
る
こ
と
で
ま

た
、『
存
在
と
時
間
』
の
歴
史
性
の
分
析
の
真
意
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

三
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俎
上
に
載
せ
る
（
９
）。

作
品
に
か
ぎ
ら
ず
、
何
で
あ
れ
、
現
存
す
る
も
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
姿
や
形
が
あ
り
、
そ
の
姿
や
形
が
現
実
の
も
の
に
な
る
に

は
、
形
づ
く
ら
れ
る
材
料
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
物
が
物
と
し
て
な
り
た
つ
仕
組
み
を
、
材
料
、
つ
ま
り
「
質

料
」
と
訳
さ
れ
る
「
ヒ
ュ
レ
ー
（ὕλη

）」
と
、
形
姿
、
つ
ま
り
「
形
相
」
と
訳
さ
れ
る
「
エ
イ
ド
ス
（εἶδος

）」
と
の
組
み
合
わ
せ
と

考
え
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
物
め
い
た
面
を
う
ま
く
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
な
に
し
ろ
、
作
品
と

は
、
素
材
に
手
を
加
え
、
そ
れ
を
形
に
し
た
も
の
の
こ
と
を
言
う
は
ず
な
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

物
の
物
ら
し
さ
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
御
影
石
や
草
木
な
ど
、
自
然
物
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
そ
れ
に
も
姿
や
形
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
形
と
い
う
の
は
、
素
材
そ
の
も
の
の
空
間
的
な
広
が
り
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
形
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
石
や
草
木
で

あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
形
な
ど
ど
う
だ
っ
て
い
い
わ
け
だ
。
そ
う
な
る
と
、
材
料
と
そ
の
姿
や
形
を
ど
こ
で
ど
う
区
別
す

れ
ば
い
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
。
形
づ
く
ら
れ
る
材
料
と
い
う
な
ら
、
そ
う
し
た
自
然
物
で
は
な
く
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て

仕
上
げ
ら
れ
る
人
工
物
の
ほ
う
に
こ
そ
、
ピ
ッ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
靴
の
形
と
い
う
の
は
、
た
だ

素
材
を
寄
せ
集
め
た
だ
け
で
は
な
り
た
た
ず
、
靴
と
し
て
使
え
る
形
に
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ッ
ト
感
や
丈
夫
さ
、

ク
ッ
シ
ョ
ン
性
を
考
慮
す
る
な
ど
、
形
状
や
配
置
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
材
質
の
選
定
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

と
な
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
形
と
素
材
の
組
み
合
わ
せ
は
、
履
物
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
「
有
用
性

（D
ienlichkeit

）」（U
K

, 21

）
を
も
と
に
し
て
こ
そ
な
り
た
つ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
形
づ
く
ら
れ
た
材
料
と
い
う
の
は
、
道
具
と
し
て

製
作
さ
れ
た
も
の
に
当
て
は
ま
る
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
物
の
物
ら
し
さ
を
ズ
バ
リ
言
い

当
て
る
に
は
不
十
分
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
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Ⅲ
．
道
具
の
な
り
た
ち

５
．
物
ら
し
さ
と
は
何
な
の
か

さ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、「
芸
術
作
品
の
根
源
」
の
そ
の
「
根
源
」
と
い
う
の
は
「
本
質
の
由
来
（H

erkunft

）」
の
こ
と

で
あ
る
（U

K
, 7

）。
よ
う
す
る
に
、
こ
の
論
文
で
、
芸
術
作
品
が
作
品
と
し
て
な
り
た
つ
た
め
の
条
件
を
問
い
な
お
し
て
み
よ
う
と

い
う
の
だ
。
そ
こ
で
、
さ
し
あ
た
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
作
品
の
現
実
の
あ
り
方
を
見
定
め
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

美
術
館
や
展
覧
会
に
収
蔵
、
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
の
現
実
の
姿
を
考
え
て
み
る
と
、
作
品
で
あ
る
以
前
に
そ
れ
も
ほ
か
の
事
物

の
よ
う
に
「
現
存
し
て
（vorhanden

）」
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
、「
物
め
い
た
面
（D

inghaftes

）」（U
K

, 9

）
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ

れ
と
し
て
な
り
た
つ
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
た
だ
の
物
で
は
な
く
作
品
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
物
と
は
ま
た
違
っ
た
面
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
作
品
の
物
め
い
た
面
と
は
、
そ
の
上
に
何
か
別
の
面
も
付
け
加
わ
る
よ
う

な
「
下
部
構
造
（U

nterbau

）」（U
K

, 10

）
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
で
は
、
こ
れ
に
何
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
作
品
は
作
品
と
し
て

な
り
た
つ
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
点
を
調
べ
な
お
す
た
め
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ま
ず
は
、
物
め
い
た
面
、
物
の
物
ら
し
さ
と
は
何

な
の
か
、
こ
れ
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
手
順
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
ま
で
遡
り
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
歴
史
学
的
と

い
う
べ
き
解
釈
を
頼
り
に
進
め
て
い
く
。
つ
ま
り
、「
西
洋
的
な
思
索
の
経
過
の
な
か
で
支
配
的
で
あ
り
、
長
き
に
わ
た
り
自
明
な

も
の
と
な
り
、
今
日
、
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
、
物
の
物
と
し
て
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
解
釈
」（U

K
, 13

）
を
拾
い
上
げ
、
そ

の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
て
み
せ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
も
、「
物
を
解
釈
す
る
う
え
で
特
別
の
支
配
権
を
獲
得
す
る
ま
で

に
な
っ
た
」
考
え
方
と
し
て
、「
材
料
と
形
（Stoff und Form

）
と
い
う
手
び
き
か
ら
生
起
す
る
（geschieht

）
解
釈
」（U

K
, 25

）
を
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俎
上
に
載
せ
る
（
９
）。

作
品
に
か
ぎ
ら
ず
、
何
で
あ
れ
、
現
存
す
る
も
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
姿
や
形
が
あ
り
、
そ
の
姿
や
形
が
現
実
の
も
の
に
な
る
に

は
、
形
づ
く
ら
れ
る
材
料
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
物
が
物
と
し
て
な
り
た
つ
仕
組
み
を
、
材
料
、
つ
ま
り
「
質

料
」
と
訳
さ
れ
る
「
ヒ
ュ
レ
ー
（ὕλη

）」
と
、
形
姿
、
つ
ま
り
「
形
相
」
と
訳
さ
れ
る
「
エ
イ
ド
ス
（εἶδος

）」
と
の
組
み
合
わ
せ
と

考
え
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
物
め
い
た
面
を
う
ま
く
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
な
に
し
ろ
、
作
品
と

は
、
素
材
に
手
を
加
え
、
そ
れ
を
形
に
し
た
も
の
の
こ
と
を
言
う
は
ず
な
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
れ
だ
け
で
は

物
の
物
ら
し
さ
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
の
だ
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
御
影
石
や
草
木
な
ど
、
自
然
物
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
そ
れ
に
も
姿
や
形
が
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
形
と
い
う
の
は
、
素
材
そ
の
も
の
の
空
間
的
な
広
が
り
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
形
だ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
石
や
草
木
で

あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
形
な
ど
ど
う
だ
っ
て
い
い
わ
け
だ
。
そ
う
な
る
と
、
材
料
と
そ
の
姿
や
形
を
ど
こ
で
ど
う
区
別
す

れ
ば
い
い
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
。
形
づ
く
ら
れ
る
材
料
と
い
う
な
ら
、
そ
う
し
た
自
然
物
で
は
な
く
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て

仕
上
げ
ら
れ
る
人
工
物
の
ほ
う
に
こ
そ
、
ピ
ッ
タ
リ
と
当
て
は
ま
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
靴
の
形
と
い
う
の
は
、
た
だ

素
材
を
寄
せ
集
め
た
だ
け
で
は
な
り
た
た
ず
、
靴
と
し
て
使
え
る
形
に
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ッ
ト
感
や
丈
夫
さ
、

ク
ッ
シ
ョ
ン
性
を
考
慮
す
る
な
ど
、
形
状
や
配
置
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
材
質
の
選
定
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

と
な
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
形
と
素
材
の
組
み
合
わ
せ
は
、
履
物
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
「
有
用
性

（D
ienlichkeit

）」（U
K

, 21

）
を
も
と
に
し
て
こ
そ
な
り
た
つ
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
形
づ
く
ら
れ
た
材
料
と
い
う
の
は
、
道
具
と
し
て

製
作
さ
れ
た
も
の
に
当
て
は
ま
る
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
物
の
物
ら
し
さ
を
ズ
バ
リ
言
い

当
て
る
に
は
不
十
分
だ
と
い
う
わ
け
だ
。
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こ
そ
、
要
不
要
、
使
う
使
わ
ず
に
関
係
な
く
、
そ
の
ま
ま
現
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
道
具
は
半
ば
物
で
あ
る
。
だ
と
し
て
も
、
人

間
の
意
図
や
目
的
に
合
わ
せ
て
、
人
間
に
よ
っ
て
製
作
、
使
用
さ
れ
る
と
い
う
有
用
性
が
と
も
な
っ
て
こ
そ
、
道
具
は
立
派
に
道
具

と
い
え
る
。
半
ば
物
で
は
あ
る
が
、
物
以
上
の
何
か
な
の
だ
。
人
間
の
手
に
よ
る
と
い
う
の
な
ら
、
芸
術
作
品
も
そ
う
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
作
品
の
作
品
ら
し
さ
は
、
有
用
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
な
り
た
つ
は
ず
な
の
だ
と
す
る
と
、
道
具
は
、
作
品
以
下
の
何
か

な
の
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
そ
の
よ
う
に
差
引
勘
定
し
て
並
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
道
具
は
、
物

と
作
品
と
の
あ
い
だ
の
独
特
な
中
間
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
」（U

K
, 23

）
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
物
の
物
ら
し
さ
、
作
品
の
作
品
ら
し
さ
を
問
い
な
お
す
た
め
に
、
そ
の
中
間
の
位
置
を
占
め
る
は
ず

の
道
具
の
道
具
ら
し
さ
、「
道
具
の
真
相
は
（in W

ahrheit

）
何
な
の
か
」（U

K
, 26

）
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
手
が
か
り
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
現
物
の
道
具
で
は
な
い
。
一
足
の
農
婦
の
靴
を
描
い
た
ゴ
ッ
ホ
の
絵
、
そ
の
芸
術
作
品
を
眺

め
て
み
れ
ば
い
い
と
い
う
の
だ
。

靴
は
靴
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
、
つ
ま
り
有
用
性
の
違
い
に
応
じ
て
素
材
や
形
も
変
わ
っ
て
く
る
。
畑
仕
事
の
た
め
の
靴
と
い

う
な
ら
、
そ
れ
を
履
く
こ
と
で
畑
仕
事
を
無
事
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
そ
の
有
用
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す

る
と
、
現
場
で
使
わ
れ
て
い
る
靴
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
な
の
か
。

そ
の
絵
に
描
か
れ
る
履
き
古
さ
れ
た
靴
を
眺
め
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
内
側
の
暗
い
穴
か
ら
は
、
畑
仕
事
の
つ
ら
さ
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
丈
夫
で
重
た
い
佇
ま
い
に
は
、
あ
ぜ
道
を
ゆ
っ
く
り
と
進
む
足
ど
り
の
粘
り
強
さ
が
積
み
重
な
っ
て
見
え
て

く
る
。
革
に
は
土
の
湿
っ
ぽ
さ
と
濃
さ
が
滞
留
し
、
靴
底
に
は
夕
暮
れ
を
通
り
抜
け
る
野
道
の
寂
し
さ
が
漂
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

も
の
の
見
事
に
、
そ
の
仕
事
や
暮
ら
し
の
赤
裸
々
な
あ
り
よ
う
が
照
ら
し
だ
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
そ
う
問
い
か
け
、
そ
し
て
、
そ
の
赤
裸
々
な
あ
り
よ
う
を
「
大
地
（Erde

）」
と
「
世
界
（W

elt

）」
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
な
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と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
そ
の
不
十
分
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
の
材
料−

形−

組
み
合
わ
せ
は
、
た
や
す
く
、

存
在
す
る
も
の
の
い
っ
さ
い
を
じ
か
に
理
解
で
き
る
仕
組
み
と
し
て
振
舞
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
」（U

K
, 22

）、「
物
が
物
で
あ
る

こ
と
へ
の
襲
撃
に
な
っ
て
い
る
」（U

K
, 23

）
の
だ
と
い
う
。
生
活
に
ど
う
役
に
立
つ
の
か
、
そ
れ
が
、
人
間
や
人
間
が
生
き
る
社

会
に
と
っ
て
肝
心
要
な
点
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
道
具
に
か
ぎ
ら
ず
、
物
や
作
品
も
含
め
た
す
べ
て
を
道
具
の
よ
う
に
考
え
た
く
な
る

気
持
ち
に
襲
わ
れ
た
と
し
て
も
し
か
た
が
な
い
。

こ
う
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
レ
ー
（
質
料
）
と
エ
イ
ド
ス
（
形
相
）
と
い
う
概
念
に
は
じ
ま
り
、
中
世
か
ら
近
代
に
至
る

ま
で
、
材
料
と
形
を
モ
デ
ル
に
し
た
解
釈
が
当
た
り
前
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
立
て
か
ら

す
る
と
、
中
世
の
信
仰
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
神
の
被
造
物
と
し
て
の
エ
ー
ン
ス
・
ク
レ
ア
ー
ト
ゥ
ム
（ens creatum

）
が
材
料
と

し
て
の
マ
ー
テ
リ
ア
（m

ateria
）
と
形
と
し
て
の
フ
ォ
ー
ル
マ
（form

a

）
の
統
一
と
考
え
ら
れ
て
い
た
し
、
近
代
で
も
、
認
識
の
材

料
と
形
式
と
を
区
別
す
る
カ
ン
ト
的
な
哲
学
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
っ
て
も
そ
の
点
は
さ
ほ
ど
変
わ
り

は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
（U
K

, 22f

）。

こ
れ
は
、「
た
だ
の
物
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
に
も
、
な
り
た
つ
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
た
だ
の
」
と
い
う
の
が
何

の
役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
も
、
ど
う
役
に
立
つ
の
か
と
い
う
道
具
的
な
観
点
が
忍
び
こ
ん
で

い
る
の
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
る
よ
う
に
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
も
「
一
種
の
道
具
（eine A

rt von Zeug

）」（U
K

, 23

）
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
物
ら
し
さ
と
い
う
よ
り
は
、
使
い
物
に
な
ら
な
い
不
要
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

６
．
有
用
性
か
ら
信
頼
性
へ

な
る
ほ
ど
、
道
具
に
も
、
そ
の
素
材
と
い
う
こ
と
な
ら
、
物
め
い
た
面
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
だ
か
ら

三
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こ
そ
、
要
不
要
、
使
う
使
わ
ず
に
関
係
な
く
、
そ
の
ま
ま
現
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
道
具
は
半
ば
物
で
あ
る
。
だ
と
し
て
も
、
人

間
の
意
図
や
目
的
に
合
わ
せ
て
、
人
間
に
よ
っ
て
製
作
、
使
用
さ
れ
る
と
い
う
有
用
性
が
と
も
な
っ
て
こ
そ
、
道
具
は
立
派
に
道
具

と
い
え
る
。
半
ば
物
で
は
あ
る
が
、
物
以
上
の
何
か
な
の
だ
。
人
間
の
手
に
よ
る
と
い
う
の
な
ら
、
芸
術
作
品
も
そ
う
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
作
品
の
作
品
ら
し
さ
は
、
有
用
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
な
り
た
つ
は
ず
な
の
だ
と
す
る
と
、
道
具
は
、
作
品
以
下
の
何
か

な
の
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
そ
の
よ
う
に
差
引
勘
定
し
て
並
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
道
具
は
、
物

と
作
品
と
の
あ
い
だ
の
独
特
な
中
間
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
」（U

K
, 23

）
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

こ
う
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
物
の
物
ら
し
さ
、
作
品
の
作
品
ら
し
さ
を
問
い
な
お
す
た
め
に
、
そ
の
中
間
の
位
置
を
占
め
る
は
ず

の
道
具
の
道
具
ら
し
さ
、「
道
具
の
真
相
は
（in W

ahrheit

）
何
な
の
か
」（U

K
, 26

）
を
問
い
な
お
そ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
手
が
か
り
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
現
物
の
道
具
で
は
な
い
。
一
足
の
農
婦
の
靴
を
描
い
た
ゴ
ッ
ホ
の
絵
、
そ
の
芸
術
作
品
を
眺

め
て
み
れ
ば
い
い
と
い
う
の
だ
。

靴
は
靴
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
、
つ
ま
り
有
用
性
の
違
い
に
応
じ
て
素
材
や
形
も
変
わ
っ
て
く
る
。
畑
仕
事
の
た
め
の
靴
と
い

う
な
ら
、
そ
れ
を
履
く
こ
と
で
畑
仕
事
を
無
事
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
そ
の
有
用
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
と
す

る
と
、
現
場
で
使
わ
れ
て
い
る
靴
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
な
の
か
。

そ
の
絵
に
描
か
れ
る
履
き
古
さ
れ
た
靴
を
眺
め
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
内
側
の
暗
い
穴
か
ら
は
、
畑
仕
事
の
つ
ら
さ
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
丈
夫
で
重
た
い
佇
ま
い
に
は
、
あ
ぜ
道
を
ゆ
っ
く
り
と
進
む
足
ど
り
の
粘
り
強
さ
が
積
み
重
な
っ
て
見
え
て

く
る
。
革
に
は
土
の
湿
っ
ぽ
さ
と
濃
さ
が
滞
留
し
、
靴
底
に
は
夕
暮
れ
を
通
り
抜
け
る
野
道
の
寂
し
さ
が
漂
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

も
の
の
見
事
に
、
そ
の
仕
事
や
暮
ら
し
の
赤
裸
々
な
あ
り
よ
う
が
照
ら
し
だ
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
、
そ
う
問
い
か
け
、
そ
し
て
、
そ
の
赤
裸
々
な
あ
り
よ
う
を
「
大
地
（Erde

）」
と
「
世
界
（W

elt

）」
と
い
う
言
葉
で
と
ら
え
な

三
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い
る
。
そ
う
し
た
信
頼
性
に
根
ざ
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
有
用
性
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
使
用
が
通
例
と
な
り
、
習
慣
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
信
頼
性
と
い
う
あ
り
よ
う
に
気

づ
か
な
く
な
り
、
有
用
性
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
道
具
を
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
手
段
と
す
る
見
方
が
独
り
歩
き
す
る

こ
と
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
う
し
て
、「
そ
の
よ
う
な
む
き
だ
し
の
有
用
性
は
、
道
具
の
根
源
は
素
材
に
形
を
刻
印
す
る

単
な
る
製
作
に
あ
る
、
と
い
う
見
か
け
を
呼
び
覚
ま
す
」（U

K
, 28

）
こ
と
に
な
り
、「
素
材
と
形
、
そ
し
て
両
者
の
区
別
は
、
よ
り

い
っ
そ
う
深
い
根
源
か
ら
な
り
た
つ
」（U

K
, 28

）
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
、
遠
く
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
だ
。

ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
よ
う
な
芸
術
作
品
、
そ
れ
こ
そ
が
、
理
屈
抜
き
に
こ
の
「
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
根
源
」
へ
と
連
れ
も
ど
し
て
く
れ

る
格
好
の
道
先
案
内
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
問
い
か
け
る
わ
け
だ
。

Ⅳ
．
真
理
の
生
起
と
は
何
の
な
の
か

７
．
世
界
と
大
地
の
闘
争

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
こ
の
作
品
を
と
お
し
て
、
道
具
の
な
り
た
ち
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
真
理

（W
ahrheit

）」
が
「
隠
れ
な
き
あ
り
よ
う
（U

nverborgenheit

）」
つ
ま
り
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（ἀλήθεια

）」
と
し
て
「
生
起
（ein 

Geschehen

）」
し
て
く
る
と
い
う
点
か
ら
、
芸
術
作
品
の
本
質
を
「
真
理
の
生
起
」（U

K
, 30

）
と
定
義
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

芸
術
に
つ
い
て
の
美
学
の
考
え
方
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
真
理
に
つ
い
て
の
論
理
学
の
考
え
方
か
ら
も
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
。
で

は
、
そ
の
「
真
理
の
生
起
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
の
こ
と
な
の
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
伝
統
的
な
美
学
で
は
、
形
づ
く
ら
れ
た
素
材
に
美
的
な
価
値
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
作
品
が
な
り
た
つ

三
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お
そ
う
と
す
る
。

そ
の
靴
に
響
く
の
は
、
大
地
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
呼
び
声
、
つ
ま
り
、
熟
れ
た
穀
物
を
ひ
そ
か
に
贈
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

冬
の
畑
の
荒
れ
た
休
閑
地
に
お
け
る
言
い
知
れ
ぬ
拒
絶
で
あ
る
。
こ
の
靴
を
通
り
抜
け
る
の
は
、
泣
き
ご
と
も
い
わ
ず
に
パ
ン

の
確
保
を
案
ず
る
こ
と
、
苦
難
を
ま
た
も
切
り
抜
け
た
と
い
う
言
葉
に
な
ら
な
い
喜
び
、
出
産
が
近
づ
く
と
き
の
心
配
や
、
死

が
ま
わ
り
に
差
し
迫
っ
て
く
る
と
き
の
慄
き
で
あ
る
。
こ
の
道
具
は
大
地

0

0

に
帰
属
し
、
農
婦
の
世
界

0

0

の
う
ち
に
守
ら
れ
て
い
る
。

（U
K

, 27f. 

）

そ
の
靴
を
脱
ぎ
は
き
し
て
の
暮
ら
し
。
こ
れ
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
あ
れ
こ
れ
の
見
通
し
や
意
図
に
先
立
ち
、
何
よ
り
も

ま
ず
は
、
そ
の
暮
ら
し
が
生
い
立
つ
大
地
の
あ
り
よ
う
に
身
を
ま
か
せ
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
大
地
か
ら
否
応
な
し
に
差
し

出
さ
れ
て
く
る
恵
み
や
厳
し
さ
。
そ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
る
た
め
に
は
何
を
ど
う
で
き
る
か
。
そ
の
道
筋
と
し
て
、
自
分
が
生
き
て

い
く
し
か
な
い
世
界
の
あ
り
よ
う
が
開
か
れ
て
く
る
。
い
つ
で
も
す
で
に
、
大
地
に
開
か
れ
る
世
界
に
投
げ
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
れ
に
応
じ
る
た
め
に
畑
仕
事
や
、
そ
の
た
め
の
履
物
と
い
う
も
の
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

『
存
在
と
時
間
』
で
の
「
被
投
的
投
企
」
つ
ま
り
「
実
存
」、「
気
が
か
り
」
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
人
間
の
そ
う
し
た
身
の
あ
り
よ

う
を
示
す
あ
り
方
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
な
る
と
、
畑
仕
事
の
た
め
と
い
う
有
用
性
は
、
大
地
の
呼
び
か
け
と
、
そ
こ
か
ら
開
か
れ
て
く
る
世
界
の
あ
り
よ
う
か
ら
な

り
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
有
用
性
の
こ
の
な
り
た
ち
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
信
頼
性
（V

erläßlichkeit

）」（U
K

, 28

）
と

言
い
表
す
。
そ
の
靴
に
頼
り
、
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
で
、
大
地
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
自
分
の
生
き
る
世
界
の
あ
り
方
を
確
保
し
て

三
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い
る
。
そ
う
し
た
信
頼
性
に
根
ざ
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
有
用
性
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
使
用
が
通
例
と
な
り
、
習
慣
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
信
頼
性
と
い
う
あ
り
よ
う
に
気

づ
か
な
く
な
り
、
有
用
性
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
道
具
を
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
手
段
と
す
る
見
方
が
独
り
歩
き
す
る

こ
と
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
う
し
て
、「
そ
の
よ
う
な
む
き
だ
し
の
有
用
性
は
、
道
具
の
根
源
は
素
材
に
形
を
刻
印
す
る

単
な
る
製
作
に
あ
る
、
と
い
う
見
か
け
を
呼
び
覚
ま
す
」（U
K

, 28

）
こ
と
に
な
り
、「
素
材
と
形
、
そ
し
て
両
者
の
区
別
は
、
よ
り

い
っ
そ
う
深
い
根
源
か
ら
な
り
た
つ
」（U

K
, 28

）
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
、
遠
く
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
だ
。

ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
よ
う
な
芸
術
作
品
、
そ
れ
こ
そ
が
、
理
屈
抜
き
に
こ
の
「
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
根
源
」
へ
と
連
れ
も
ど
し
て
く
れ

る
格
好
の
道
先
案
内
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
問
い
か
け
る
わ
け
だ
。

Ⅳ
．
真
理
の
生
起
と
は
何
の
な
の
か

７
．
世
界
と
大
地
の
闘
争

そ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ゴ
ッ
ホ
の
こ
の
作
品
を
と
お
し
て
、
道
具
の
な
り
た
ち
と
し
て
隠
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
「
真
理

（W
ahrheit

）」
が
「
隠
れ
な
き
あ
り
よ
う
（U

nverborgenheit
）」
つ
ま
り
「
ア
レ
ー
テ
イ
ア
（ἀλήθεια

）」
と
し
て
「
生
起
（ein 

Geschehen

）」
し
て
く
る
と
い
う
点
か
ら
、
芸
術
作
品
の
本
質
を
「
真
理
の
生
起
」（U

K
, 30

）
と
定
義
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

芸
術
に
つ
い
て
の
美
学
の
考
え
方
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
真
理
に
つ
い
て
の
論
理
学
の
考
え
方
か
ら
も
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
。
で

は
、
そ
の
「
真
理
の
生
起
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
の
こ
と
な
の
か
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
伝
統
的
な
美
学
で
は
、
形
づ
く
ら
れ
た
素
材
に
美
的
な
価
値
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
作
品
が
な
り
た
つ

三
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ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
る
よ
う
に
、「
そ
の
世
界
と
は
、
け
っ
し
て
、
目
の
前
に
立
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
観
察
さ
れ
う
る
よ
う
な
一
つ

の
対
象
で
は
な
い
」（U

K
, 41

）
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
目
の
前
に
あ
る
事
物
の
集
ま
り
で
も
、
そ
れ
を
収
め
る
箱
の
よ
う
な
も
の

で
も
な
い
。
生
き
て
い
く
た
め
に
身
を
委
ね
る
し
か
な
い
見
通
し
の
こ
と
で
あ
る
。
畑
仕
事
の
靴
が
靴
と
し
て
あ
る
の
も
、
す
で
に
、

暮
ら
し
の
見
通
し
、
農
婦
の
生
き
る
世
界
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
身
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
独
特
な
言
葉
づ
か

い
で
言
い
表
す
よ
う
に
、
す
で
に
「
世
界
が
世
界
と
な
っ
て
い
る
（W

elt w
eltet

）」（U
K

, 41

）
の
だ
。

ギ
リ
シ
ア
神
殿
と
い
う
建
築
作
品
を
と
お
し
て
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
も
、
大
地
か
ら
生
い
立
つ
素
材
を
も
と
に
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
素
材
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
目
先
の
用
途
に
合
わ
せ
て
選
定
さ
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
岩
の
重
み
や
堅
さ
、

そ
こ
に
隠
し
秘
め
ら
れ
た
持
ち
味
が
そ
の
ま
ま
発
揮
さ
れ
て
こ
そ
、
そ
の
神
殿
が
そ
こ
に
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
そ
の
持
ち
味
は
、

人
間
の
予
測
や
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
な
り
た
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
岩
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
一
つ
の
見
通
し

と
し
て
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
一
方
で
、
そ
の
岩
山
を
取
り
巻
く
大
地
の
持
ち
味
そ
の
も
の
に
は
、
そ
の
見
通
し
か
ら
覆
い
隠
さ
れ

る
面
も
残
り
つ
づ
け
て
い
る
わ
け
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
大
地
と
は
、
人
間
の
手
に
負
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
物
が
物
の
ま
ま
に
醸
し
だ
す
物
ら
し
さ
、
そ
の
存
在
の
御

し
が
た
さ
の
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
作
品
を
と
お
し
て
そ
の
御
し
が
た
さ
が
顔
を
覗
か
せ
て
く
る
。
世
界
と
い
う
見
通
し
が
開
か

れ
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
、
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
る
大
地
の
御
し
が
た
さ
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
作

品
が
作
品
と
し
て
な
り
た
つ
こ
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
闘
争
（Streit

）」
と
呼
ぶ
。

作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
と
大
地
と
の
間
で
そ
の
闘
争
が
挑
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
た
つ
。（U

K
, 47

）

三
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と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
の
分
析
か
ら
見
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
作
品
の
本
質
は
、
そ
う
し
た
美
的
享
受
の
た
め
に

仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
ま
た
、「
真
理
の
生
起
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
現
実
の
再

現
、
現
実
に
見
合
っ
た
模
倣
や
模
写
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
る
と
、
存
在
す
る
も
の
に
合
わ
せ

た
描
写
、
そ
の
合
致
が
中
世
の
哲
学
で
は
「
ア
ダ
エ
ク
ワ
ー
テ
ィ
オ
ー
（adaequatio

）」、
そ
し
て
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お

い
て
も
「
ホ
モ
イ
オ
ー
シ
ス
（ὁμοίω

σις

）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
後
、
真
理
の
本
質
は
そ
う
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
こ
と

に
な
る
（U

K
, 31

）。
だ
が
、
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
に
お
け
る
「
真
理
の
生
起
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
意
味
と
は
ま
る
で
違
う
こ
と

も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
大
地
の
呼
び
か
け
に
応
じ
る
こ
と
で
隠
さ
れ
て
い
た
見
通
し
が
開
か
れ
て
く
る
。
真
理
と
い
う
こ
と
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
は
そ
う
し
た
見
通
し
の
隠
れ
な
き
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
だ
。

そ
の
点
を
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
さ
せ
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
や
は
り
ま
た
、
芸
術
作
品
を
頼
り
に
す
る
。
し
か

し
今
度
は
、
絵
画
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
神
殿
と
い
う
建
築
作
品
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
と
い
う
の
だ
。

そ
の
神
殿
は
、
絵
画
の
よ
う
に
と
く
に
被
写
体
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
海
辺
に
聳
え
立
つ
岩
山
、
そ
の
上
に
そ
の
ま
ま
の

姿
で
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
目
に
す
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
支
え
る
岩
山
の
重
み
や
堅
さ
、
そ
れ
を
襲
う
こ
と
に

な
る
嵐
の
威
力
が
身
に
迫
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
映
し
だ
す
昼
夜
の
明
る
さ
や
暗
さ
、
空
の
広
さ
、
大
気
、
波
の
う
ね
り
、

そ
の
周
り
に
生
息
す
る
生
物
た
ち
の
営
み
、
そ
の
あ
り
よ
う
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
、
自
然
が
織
り
な
す
大
地
の
動

向
が
そ
の
顔
を
覗
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
大
地
で
暮
ら
す
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
、
生
き
る
世
界
の
見
通
し
も
開
き
示
さ
れ

て
く
る
と
い
う
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
世
界
が
開
か
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
さ
い
に
は
、「
開
か
れ
て
く
る
も
の
の
う
ち
で
、

こ
の
大
地
は
覆
い
隠
す
も
の
と
し
て
な
り
た
つ
」（U

K
, 38

）
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。 三

三
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ハ
イ
デ
ガ
ー
が
見
る
よ
う
に
、「
そ
の
世
界
と
は
、
け
っ
し
て
、
目
の
前
に
立
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
観
察
さ
れ
う
る
よ
う
な
一
つ

の
対
象
で
は
な
い
」（U

K
, 41

）
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
目
の
前
に
あ
る
事
物
の
集
ま
り
で
も
、
そ
れ
を
収
め
る
箱
の
よ
う
な
も
の

で
も
な
い
。
生
き
て
い
く
た
め
に
身
を
委
ね
る
し
か
な
い
見
通
し
の
こ
と
で
あ
る
。
畑
仕
事
の
靴
が
靴
と
し
て
あ
る
の
も
、
す
で
に
、

暮
ら
し
の
見
通
し
、
農
婦
の
生
き
る
世
界
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
身
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
独
特
な
言
葉
づ
か

い
で
言
い
表
す
よ
う
に
、
す
で
に
「
世
界
が
世
界
と
な
っ
て
い
る
（W

elt w
eltet

）」（U
K

, 41

）
の
だ
。

ギ
リ
シ
ア
神
殿
と
い
う
建
築
作
品
を
と
お
し
て
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
も
、
大
地
か
ら
生
い
立
つ
素
材
を
も
と
に
し
て
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
素
材
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
目
先
の
用
途
に
合
わ
せ
て
選
定
さ
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
岩
の
重
み
や
堅
さ
、

そ
こ
に
隠
し
秘
め
ら
れ
た
持
ち
味
が
そ
の
ま
ま
発
揮
さ
れ
て
こ
そ
、
そ
の
神
殿
が
そ
こ
に
姿
を
現
わ
し
て
い
る
。
そ
の
持
ち
味
は
、

人
間
の
予
測
や
意
図
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
な
り
た
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
岩
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
一
つ
の
見
通
し

と
し
て
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
一
方
で
、
そ
の
岩
山
を
取
り
巻
く
大
地
の
持
ち
味
そ
の
も
の
に
は
、
そ
の
見
通
し
か
ら
覆
い
隠
さ
れ

る
面
も
残
り
つ
づ
け
て
い
る
わ
け
だ
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
う
大
地
と
は
、
人
間
の
手
に
負
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
物
が
物
の
ま
ま
に
醸
し
だ
す
物
ら
し
さ
、
そ
の
存
在
の
御

し
が
た
さ
の
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
作
品
を
と
お
し
て
そ
の
御
し
が
た
さ
が
顔
を
覗
か
せ
て
く
る
。
世
界
と
い
う
見
通
し
が
開
か

れ
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
、
そ
の
裏
に
隠
さ
れ
る
大
地
の
御
し
が
た
さ
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
作

品
が
作
品
と
し
て
な
り
た
つ
こ
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
闘
争
（Streit

）」
と
呼
ぶ
。

作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
と
大
地
と
の
間
で
そ
の
闘
争
が
挑
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
た
つ
。（U

K
, 47

）

三
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作
品
に
な
り
た
つ
世
界
と
大
地
と
の
闘
争
と
は
、
そ
う
し
た
隠
れ
な
さ
と
し
て
の
真
理
の
生
起
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
作
品

の
創
作
に
先
だ
っ
て
、
い
つ
で
も
す
で
に
な
り
た
っ
て
い
る
は
ず
の
こ
の
真
理
の
生
起
そ
の
も
の
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
原
闘

争
（U

rstreit

）」（U
K

, 53

）
と
言
い
表
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
真
理
が
生
起
す
る
こ
の
よ
う
な
仕
方
の
一
つ
が
、

作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
」（U

K
, 54

）
と
考
え
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
。

８
．
歴
史
的
な
現
存
在
の
な
り
た
ち
へ

ゴ
ッ
ホ
の
作
品
の
分
析
か
ら
気
づ
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
作
品
だ
け
で
な
く
、
道
具
に
し
て
も
、
そ
の
な
り
た
ち
か
ら
す
る
と
、
大

地
に
よ
る
拒
絶
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
に
否
応
な
し
に
対
処
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
を
避
け
て
通
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
つ
つ
が
な
い
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
物
や
道
具
に
接
す
る
さ
い
に
は
有
用
性
と
い
う
見
通
し
の
ま
ま
で
事
足
り
る

か
も
し
れ
な
い
。
作
品
に
し
て
も
、
興
味
を
そ
そ
る
刺
激
材
料
や
鑑
定
の
た
め
の
商
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ

多
い
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
有
用
性
と
い
う
観
点
が
独
り
歩
き
し
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
は
ず
の
大
地
の
御
し
が
た
さ
が
置
き
去
り

に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
有
用
性
と
い
う
そ
の
見
通
し
を
打
ち
砕
く
「
衝
撃
（Stoß

）」、「
途
方
も
な
い
も
の
（das 

U
ngeheure

）」（U
K

, 67

）、
そ
れ
こ
そ
が
作
品
の
本
質
、
作
品
ら
し
さ
の
由
来
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
わ
け
だ
。

真
理
が
真
理
と
し
て
生
起
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
作
品
が
作
品
と
し
て
な
り
た
つ
。
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
は
、
作
品
に
か
ぎ
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
道
具
ど
こ
ろ
か
物
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
な
り
た
ち
と
し
て
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
芸
術

作
品
と
重
な
り
合
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
真
理
の
生
起
、
こ
の
出
来
事
を
一
つ
の
形

に
仕
上
げ
、
ひ
と
き
わ
鋭
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
そ
こ
に
こ
そ
、
作
品
の
作
品
と
し
て
の
本
分
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
作
品
を
通
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だ
と
す
る
と
、
作
品
に
お
い
て
真
理
が
生
起
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
真
理
の
隠
れ
な
き
あ
り
よ
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ

て
く
る
の
か
。

世
界
が
開
か
れ
て
い
る
そ
の
あ
り
方
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
存
在
す
る
も
の
の
全
体
（das Seiende im

 Ganzen

）
の
た
だ
中
で
一

つ
の
開
け
た
場
所
（eine offene Stelle

）
が
な
り
た
つ
」「
一
つ
の
空
き
地
（eine Lichtung

）
が
存
在
す
る
」
と
い
う
ふ
う
に
と
ら

え
な
お
す
（U

K
, 51

）。
開
け
た
場
所
、
空
き
地
が
す
で
に
隠
れ
な
き
も
の
と
し
て
生
起
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
開
か
れ

た
見
通
し
に
見
合
う
よ
う
な
個
々
の
可
能
性
が
見
え
だ
し
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
そ
れ
を
見
誤
る
こ
と
に
も
な
る
。
空
き
地
が

開
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
見
せ
か
け
の
可
能
性
に
目
を
奪
わ
れ
も
す
る
し
、
そ
の
仮
象
に
隠
さ
れ
る
面
も
生
じ
て
く
る
の
だ
。
そ

し
て
、
そ
の
見
せ
か
け
に
気
づ
け
ば
、
隠
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
見
え
だ
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
空
き
地
の
見
通
し
に

見
合
う
可
能
性
に
つ
い
て
見
晴
ら
し
が
き
く
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
安
心
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

そ
の
見
晴
ら
し
の
よ
さ
の
向
こ
う
に
な
お
も
、
そ
れ
を
拒
む
闇
が
あ
り
、
見
た
こ
と
も
な
い
景
色
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
可
能
性
そ
の
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
残
り
つ
づ
け
る
か
ら
だ
。

鬱
蒼
と
し
た
森
の
暗
さ
（D

unkelheit

）。
そ
の
な
か
で
こ
そ
間
伐
（Lichtung

）
と
い
う
も
の
も
な
り
た
ち
、
そ
こ
へ
光
（Licht

）

が
差
し
こ
み
、
闇
（D
unkel

）
に
明
る
み
（Lichtung
）
が
生
じ
る
。
空
き
地
（Lichtung

）
が
あ
る
か
ら
に
は
、
な
お
そ
の
奥
に
隠

さ
れ
る
未
開
の
地
も
あ
る
。
岩
山
を
取
り
巻
く
大
地
の
あ
り
よ
う
。
そ
の
闇
に
光
が
差
し
こ
み
、
一
つ
の
見
通
し
と
し
て
世
界
が
開

か
れ
る
。
そ
の
見
通
し
と
い
う
明
る
み
に
合
わ
せ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
神
殿
な
ら
神
殿
が
そ
の
然
る
べ
き
姿
で
な
り
た
つ
こ
と
に

も
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
ま
た
、
大
地
の
持
ち
味
そ
の
も
の
、
そ
の
奥
底
に
は
、
こ
の
見
通
し
か
ら
覆
い
隠
さ

れ
る
面
が
ど
こ
ま
で
も
残
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
、「
隠
れ
な
さ
と
い
う
真
理
の
本
質
に
は

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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重
に
隠
す
と
い
う
仕
方
で
の
こ
の
拒
絶
が
含
ま
れ
て
い
る

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（U
K

, 53

）
の
だ
ろ
う
。
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作
品
に
な
り
た
つ
世
界
と
大
地
と
の
闘
争
と
は
、
そ
う
し
た
隠
れ
な
さ
と
し
て
の
真
理
の
生
起
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
作
品

の
創
作
に
先
だ
っ
て
、
い
つ
で
も
す
で
に
な
り
た
っ
て
い
る
は
ず
の
こ
の
真
理
の
生
起
そ
の
も
の
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
原
闘

争
（U

rstreit

）」（U
K

, 53

）
と
言
い
表
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
真
理
が
生
起
す
る
こ
の
よ
う
な
仕
方
の
一
つ
が
、

作
品
が
作
品
で
あ
る
こ
と
」（U

K
, 54

）
と
考
え
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
。

８
．
歴
史
的
な
現
存
在
の
な
り
た
ち
へ

ゴ
ッ
ホ
の
作
品
の
分
析
か
ら
気
づ
か
さ
れ
た
よ
う
に
、
作
品
だ
け
で
な
く
、
道
具
に
し
て
も
、
そ
の
な
り
た
ち
か
ら
す
る
と
、
大

地
に
よ
る
拒
絶
、
存
在
の
御
し
が
た
さ
に
否
応
な
し
に
対
処
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
を
避
け
て
通
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
つ
つ
が
な
い
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
物
や
道
具
に
接
す
る
さ
い
に
は
有
用
性
と
い
う
見
通
し
の
ま
ま
で
事
足
り
る

か
も
し
れ
な
い
。
作
品
に
し
て
も
、
興
味
を
そ
そ
る
刺
激
材
料
や
鑑
定
の
た
め
の
商
品
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ

多
い
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
有
用
性
と
い
う
観
点
が
独
り
歩
き
し
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
は
ず
の
大
地
の
御
し
が
た
さ
が
置
き
去
り

に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
有
用
性
と
い
う
そ
の
見
通
し
を
打
ち
砕
く
「
衝
撃
（Stoß

）」、「
途
方
も
な
い
も
の
（das 

U
ngeheure

）」（U
K

, 67

）、
そ
れ
こ
そ
が
作
品
の
本
質
、
作
品
ら
し
さ
の
由
来
で
あ
る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
考
え
て
い
る
わ
け
だ
。

真
理
が
真
理
と
し
て
生
起
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
作
品
が
作
品
と
し
て
な
り
た
つ
。
と
い
う
な
ら
、
こ
れ
は
、
作
品
に
か
ぎ
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
道
具
ど
こ
ろ
か
物
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
な
り
た
ち
と
し
て
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
芸
術

作
品
と
重
な
り
合
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
真
理
の
生
起
、
こ
の
出
来
事
を
一
つ
の
形

に
仕
上
げ
、
ひ
と
き
わ
鋭
く
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
そ
こ
に
こ
そ
、
作
品
の
作
品
と
し
て
の
本
分
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
作
品
を
通

三
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た
め
の
道
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
錯
綜
す
る
か
に
見
え
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
、
そ
の
影
に
隠
さ
れ
た
一
本
の
道

筋
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
で
い
う
「
運
命
」
つ
ま
り
「
根
源
的
な
生
起
」
と
し
て
の
「
本
来
的
な
歴
史
性
」、
そ
の
言
葉
の
裏
側

で
も
、
す
で
に
そ
の
意
図
そ
の
も
の
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
に
し
ろ
、『
芸
術
作
品

の
根
源
』
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
で
の
用
語
の
意
味
合
い
を
ふ
り
返
っ
て
い
る

か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
「
覚
悟
（Ent-schlossenheit

）」
や
「
実
存
（Existenz

）」
と
呼
ん
だ
の
も
、「
主
観
に
よ
る
決

然
と
し
た
行
為
（dezidierte A

ktion

）
の
こ
と
で
は
な
く
」、
日
常
の
有
用
性
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
（schlossenheit

）
見
通
し
か
ら

離
れ
（ent

）、
そ
の
見
通
し
に
縛
ら
れ
た
「
自
分
の
外
へ
出
て
行
き
（Ü

bersichhinausgehen

）」、
真
理
の
生
起
に
身
を
ま
か
せ
る

と
い
う
意
味
で
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
（U

K
, 68

）。「
実
存
（Existenz

）」
と
い
う
言
葉
の
由
来
が
ラ
テ
ン
語
のexsistere

に

あ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
自
分
の
外
に
（ex

）
立
っ
て
い
る
（sistere

）
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
言
い

た
い
の
だ
ろ
う
。
よ
う
す
る
に
、「
自
分
自
身
を
目
的
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
努
め
る
よ
う
な
主
観
に
よ
る
遂

行
や
行
動
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」（U

K
, 68f

）、
そ
う
ふ
り
返
っ
て
み
せ
る
わ
け
だ
。

そ
れ
が
た
だ
の
言
い
訳
で
は
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、「
先
駆
的
覚
悟
性
」
つ
ま
り
「
本
来
的
な
実
存
」
か
ら
「
本
来
的
な
歴
史
性
」

が
な
り
た
つ
と
し
た
そ
の
見
通
し
の
裏
に
は
、「
芸
術
は
、
歴
史
を
根
づ
か
せ
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
で
歴
史
で
あ
る
」（U

K
,80

）

と
い
う
意
味
で
の
歴
史
の
あ
り
方
、
こ
れ
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
が
す
で
に
潜
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

死
と
い
う
も
の
も
、
有
用
性
と
い
う
観
点
で
は
ど
う
に
も
で
き
ず
、
否
応
な
し
に
い
つ
か
身
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
存
在
の
御
し

が
た
さ
、
不
気
味
さ
で
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
死
へ
向
か
う
自
由
と
さ
れ
た
「
本
来
的
な
実
存
」
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し
て
日
常
を
突
き
破
る
「
衝
撃
（Stoß

）」
を
受
け
、
真
理
の
生
起
へ
の
望
郷
の
念
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
作
品
に
出
会
う
こ
と
で

得
も
言
わ
れ
ぬ
感
動
を
覚
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
も
、
そ
の
た
め
の
こ
と
だ
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
の
真
理
の
生
起
そ
の
も
の
を
「
芸
術
（K

unst

）」
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
そ
の
意
味
で
の
芸
術
こ
そ
、
人

間
存
在
の
な
り
た
ち
、「
歴
史
的
な
現
存
在
（das geschichtliche D

asein

）
の
根
源
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
。

芸
術
作
品
の
根
源
、
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
、
創
作
し
守
る
者
た
ち
（die Bew

ahrenden

）、
つ
ま
り
は
一
つ
の
民
族
の
歴
史

的
な
現
存
在
の
根
源
で
も
あ
る
の
は
、
こ
の
芸
術
な
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
の
は
、
芸
術
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
一
つ
の
根
源
だ

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
理
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
に
な
る
一
つ
の
際
立
っ
た
仕
方
だ
か
ら
で
あ

る
。（U

K
, 80

）

人
間
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
歴
史
的
な
現
存
在
、
つ
ま
り
、
真
理
の
生
起
（
存
在
）
か
ら
な
り
た
つ
存
在
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
い
う
芸
術
作
品
と
は
、
個
々
の
作
品
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
人
間
の
あ
り
方
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
な
り

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
芸
術
作
品
の
な
か
に
一
民
族
や
、
一
時
代
の
存
在
了
解
の

予
兆
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
世
界
を
開
く
と
考
え
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
ど
ち
ら
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
底
に
貫
か
れ
て
い
る
基
本
的
な
意
図
は
、
作
品
を
手
が
か
り
に
真
理
の
生
起
（
存
在
）
に
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

ど
こ
ま
で
も
、
存
在
へ
の
問
い
、
存
在
を
め
ぐ
る
人
間
の
あ
り
方
へ
の
問
い
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
す
で
に
『
存
在
と
時

間
』
の
序
論
で
そ
の
ま
ま
告
げ
ら
れ
て
い
た
意
図
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
根
源
へ
の
問
い
、
こ
れ
も
、
ひ
た
す
ら
、
そ
こ
へ
向
か
う

三
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た
め
の
道
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
錯
綜
す
る
か
に
見
え
る
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
、
そ
の
影
に
隠
さ
れ
た
一
本
の
道

筋
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、『
存
在
と
時
間
』
で
い
う
「
運
命
」
つ
ま
り
「
根
源
的
な
生
起
」
と
し
て
の
「
本
来
的
な
歴
史
性
」、
そ
の
言
葉
の
裏
側

で
も
、
す
で
に
そ
の
意
図
そ
の
も
の
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
に
し
ろ
、『
芸
術
作
品

の
根
源
』
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
『
存
在
と
時
間
』
で
の
用
語
の
意
味
合
い
を
ふ
り
返
っ
て
い
る

か
ら
だ
。

つ
ま
り
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
「
覚
悟
（Ent-schlossenheit

）」
や
「
実
存
（Existenz

）」
と
呼
ん
だ
の
も
、「
主
観
に
よ
る
決

然
と
し
た
行
為
（dezidierte A

ktion
）
の
こ
と
で
は
な
く
」、
日
常
の
有
用
性
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
（schlossenheit

）
見
通
し
か
ら

離
れ
（ent

）、
そ
の
見
通
し
に
縛
ら
れ
た
「
自
分
の
外
へ
出
て
行
き
（Ü

bersichhinausgehen

）」、
真
理
の
生
起
に
身
を
ま
か
せ
る

と
い
う
意
味
で
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
（U

K
, 68

）。「
実
存
（Existenz

）」
と
い
う
言
葉
の
由
来
が
ラ
テ
ン
語
のexsistere

に

あ
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
自
分
の
外
に
（ex

）
立
っ
て
い
る
（sistere

）
と
い
う
あ
り
方
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
言
い

た
い
の
だ
ろ
う
。
よ
う
す
る
に
、「
自
分
自
身
を
目
的
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
努
め
る
よ
う
な
主
観
に
よ
る
遂

行
や
行
動
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」（U

K
, 68f

）、
そ
う
ふ
り
返
っ
て
み
せ
る
わ
け
だ
。

そ
れ
が
た
だ
の
言
い
訳
で
は
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、「
先
駆
的
覚
悟
性
」
つ
ま
り
「
本
来
的
な
実
存
」
か
ら
「
本
来
的
な
歴
史
性
」

が
な
り
た
つ
と
し
た
そ
の
見
通
し
の
裏
に
は
、「
芸
術
は
、
歴
史
を
根
づ
か
せ
る
と
い
う
本
質
的
な
意
味
で
歴
史
で
あ
る
」（U

K
,80

）

と
い
う
意
味
で
の
歴
史
の
あ
り
方
、
こ
れ
を
示
そ
う
と
す
る
意
図
が
す
で
に
潜
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。

死
と
い
う
も
の
も
、
有
用
性
と
い
う
観
点
で
は
ど
う
に
も
で
き
ず
、
否
応
な
し
に
い
つ
か
身
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
存
在
の
御
し

が
た
さ
、
不
気
味
さ
で
あ
り
、
そ
の
最
た
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
死
へ
向
か
う
自
由
と
さ
れ
た
「
本
来
的
な
実
存
」
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そ
の
よ
う
な
「
運
命
的
な
反
復
」
が
な
り
た
つ
た
め
に
も
、
や
は
り
、
歴
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
学
的
な
解
釈
が
必
要
に
な

る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
は
、
古
文
書
や
記
録
、
伝
聞
、
報
告
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
既
存
の
解
釈
も
含
め
た
文
献
や
、
遺
跡
、
記

念
碑
、
骨
董
品
な
ど
と
い
っ
た
歴
史
資
料
を
頼
り
に
し
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
ま
さ
に
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
と
い
う

作
品
そ
の
も
の
が
、
本
来
的
な
歴
史
学
の
試
作
品
と
い
う
姿
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
に
し
ろ
、
伝
統
的
な
美
学
や
論
理
学
、

そ
し
て
哲
学
に
お
け
る
既
存
の
見
解
や
解
釈
の
可
能
性
と
限
界
を
見
つ
め
な
お
し
、
絵
画
や
神
殿
、
詩
作
と
い
っ
た
記
念
碑
的
作
品

を
と
お
し
て
存
在
の
謎
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
の
試
み
こ
そ
、
歴
史
資
料
を
手
が
か
り
に
し
た
歴
史
学
的
な
解
釈
の

具
現
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
言
い
だ
す
な
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
の
人
間
存
在
の
分
析
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
歴
史
学
的
な
解

釈
を
先
取
り
し
て
こ
そ
な
り
た
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
少
し
列
挙
す
る
だ
け
で
も
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
、
既
存
の

哲
学
の
方
法
や
見
解
へ
の
言
及
が
多
く
認
め
ら
れ
も
す
る
か
ら
だ
。

真
理
の
生
起
と
し
て
の
芸
術
。
そ
こ
に
な
り
た
つ
運
命
と
い
う
歴
史
に
身
を
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
見
通
し
を
確
保
し
て
生
き
て
い

く
。
そ
の
た
め
に
は
既
存
の
見
通
し
の
足
跡
と
し
て
の
歴
史
資
料
に
向
き
合
う
し
か
な
い
。
そ
の
必
然
性
か
ら
、
本
来
、
歴
史
学
が

な
り
た
っ
て
き
た
は
ず
で
、
そ
し
て
す
で
に
歴
史
資
料
そ
の
も
の
も
芸
術
と
し
て
な
り
た
っ
て
き
た
こ
と
。
こ
れ
を
見
失
い
、
目
先

の
都
合
や
計
算
と
い
う
有
用
性
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
る
よ
う
に
、「
現
代
を
心
に
と
め
お

く
こ
と
（Gegenw

ärtigung

）
に
気
を
と
ら
れ
、《
過
去
》（»V

ergagenheit«

）
を
《
現
在
》（»Gegenw

art«

）
か
ら
理
解
す
る
こ
と

に
な
る
」（SZ,391

）
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
歴
史
が
隠
蔽
、
曲
解
さ
れ
て
し
ま
う
。

歴
史
を
因
果
系
列
の
一
つ
に
見
立
て
よ
う
と
す
る
歴
史
主
義
の
考
え
方
も
、
そ
う
し
た
理
解
か
ら
な
り
た
つ
の
だ
と
す
る
と
、
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「
先
駆
的
覚
悟
性
」「
本
来
的
な
時
間
性
」
と
い
う
あ
り
方
も
、
真
理
の
生
起
に
身
を
ま
か
せ
、
そ
の
不
気
味
さ
を
受
け
と
め
る
し
か

な
い
人
間
の
有
限
性
や
無
力
さ
、
儚
さ
の
こ
と
を
い
う
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で
納
得
が
い
く
。

と
こ
ろ
が
、「
実
存
」、「
先
駆
」、「
覚
悟
」、「
時
間
性
」、
あ
る
い
は
「
気
が
か
り
」、「
投
企
」、「
了
解
」
も
含
め
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
語
り
口
の
ま
ま
で
は
、
ど
う
し
て
も
「
主
観
に
よ
る
決
然
と
し
た
行
為
」「
主
観
に
よ
る
遂
行
や
行
動
」
と
い
っ
た
意
味

を
色
濃
く
匂
わ
せ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
最
後
ま
で
邪
魔
を
し
て
、
そ
の
真
意
を
う
ま
く
伝
え
き
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う

考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

む
す
び

─
存
在
、
芸
術
、
歴
史
と
い
う
謎
へ

だ
と
す
る
と
、「
き
っ
ぱ
り
と
し
た
伝
承
の
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（SZ,385

）
と
言
い
表
さ
れ
た
あ
の
「
運
命
的
な
反
復
」
と
い
う
言
い

方
か
ら
も
、
既
存
の
可
能
性
を
取
捨
選
択
す
る
と
い
う
主
体
的
な
振
る
舞
い
と
は
ま
た
違
っ
た
側
面
が
見
え
隠
れ
し
て
く
る
。
真
理

の
生
起
と
い
う
芸
術
の
あ
り
方
に
身
を
さ
ら
し
、「
存
在
へ
の
問
い
」
を
「
反
復
」
す
る
し
か
な
い
人
間
の
あ
り
方
。
そ
の
必
然
性

を
示
そ
う
と
す
る
意
図
が
す
で
に
胚
胎
し
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

大
地
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
開
か
れ
て
き
た
見
通
し
、
そ
の
既
存
の
世
界
に
す
で
に
投
げ
こ
ま
れ
、
そ
こ
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
生
き

て
い
く
し
か
な
い
あ
り
方
、
こ
の
「
運
命
」
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
な
お
す
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
既
存
の
見
通
し
の
な
り
た
ち
を

ふ
り
返
り
、「
存
在
へ
の
問
い
」
を
「
反
復
」
す
る
こ
と
で
そ
の
さ
き
の
見
通
し
を
定
め
て
ゆ
く
し
か
な
い
と
い
う
生
き
方
に
気
づ

か
さ
れ
る
。「
本
来
的
な
歴
史
学
」
が
な
り
た
つ
地
点
を
そ
こ
に
見
定
め
よ
う
と
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
と
す
れ
ば
、「
歴
史
学
」
と

「
現
存
在
の
歴
史
性
」
の
分
析
を
ど
う
結
び
つ
け
る
は
ず
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
真
意
も
透
か
し
見
え
て
く
る
。 五

三
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そ
の
よ
う
な
「
運
命
的
な
反
復
」
が
な
り
た
つ
た
め
に
も
、
や
は
り
、
歴
史
学
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
学
的
な
解
釈
が
必
要
に
な

る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
は
、
古
文
書
や
記
録
、
伝
聞
、
報
告
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
既
存
の
解
釈
も
含
め
た
文
献
や
、
遺
跡
、
記

念
碑
、
骨
董
品
な
ど
と
い
っ
た
歴
史
資
料
を
頼
り
に
し
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
ま
さ
に
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
と
い
う

作
品
そ
の
も
の
が
、
本
来
的
な
歴
史
学
の
試
作
品
と
い
う
姿
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
に
し
ろ
、
伝
統
的
な
美
学
や
論
理
学
、

そ
し
て
哲
学
に
お
け
る
既
存
の
見
解
や
解
釈
の
可
能
性
と
限
界
を
見
つ
め
な
お
し
、
絵
画
や
神
殿
、
詩
作
と
い
っ
た
記
念
碑
的
作
品

を
と
お
し
て
存
在
の
謎
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
の
試
み
こ
そ
、
歴
史
資
料
を
手
が
か
り
に
し
た
歴
史
学
的
な
解
釈
の

具
現
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
言
い
だ
す
な
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
の
人
間
存
在
の
分
析
そ
の
も
の
か
ら
し
て
、
歴
史
学
的
な
解

釈
を
先
取
り
し
て
こ
そ
な
り
た
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
ろ
う
。
少
し
列
挙
す
る
だ
け
で
も
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
、
既
存
の

哲
学
の
方
法
や
見
解
へ
の
言
及
が
多
く
認
め
ら
れ
も
す
る
か
ら
だ
。

真
理
の
生
起
と
し
て
の
芸
術
。
そ
こ
に
な
り
た
つ
運
命
と
い
う
歴
史
に
身
を
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
見
通
し
を
確
保
し
て
生
き
て
い

く
。
そ
の
た
め
に
は
既
存
の
見
通
し
の
足
跡
と
し
て
の
歴
史
資
料
に
向
き
合
う
し
か
な
い
。
そ
の
必
然
性
か
ら
、
本
来
、
歴
史
学
が

な
り
た
っ
て
き
た
は
ず
で
、
そ
し
て
す
で
に
歴
史
資
料
そ
の
も
の
も
芸
術
と
し
て
な
り
た
っ
て
き
た
こ
と
。
こ
れ
を
見
失
い
、
目
先

の
都
合
や
計
算
と
い
う
有
用
性
に
目
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
る
よ
う
に
、「
現
代
を
心
に
と
め
お

く
こ
と
（Gegenw

ärtigung

）
に
気
を
と
ら
れ
、《
過
去
》（»V

ergagenheit«
）
を
《
現
在
》（»Gegenw

art«

）
か
ら
理
解
す
る
こ
と

に
な
る
」（SZ,391

）
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
歴
史
が
隠
蔽
、
曲
解
さ
れ
て
し
ま
う
。

歴
史
を
因
果
系
列
の
一
つ
に
見
立
て
よ
う
と
す
る
歴
史
主
義
の
考
え
方
も
、
そ
う
し
た
理
解
か
ら
な
り
た
つ
の
だ
と
す
る
と
、

五
三
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解
決
な
ど
望
め
な
い
。
謎
に
迫
る
問
い
を
反
復
し
、
そ
の
謎
に
出
く
わ
す
こ
と
。「
存
在
の
意
味
が
闇
（D

unkel

）
に
つ
つ
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、《
存
在
》
の
意
味
へ
の
問
い
を
反
復
す
る
と
い
う
決
定
的
な
必
然
性
が
示
さ
れ
て
く
る
」（SZ,4

）。
序
論
で
告

げ
ら
れ
た
そ
の
意
図
は
、
歴
史
性
の
分
析
に
お
い
て
も
、
息
を
潜
め
な
が
ら
、
じ
っ
と
そ
の
出
番
の
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

そ
こ
で
も
す
で
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
本
来
的
な
歴
史
性
、
運
命
と
い
う
生
起
の
「
特
有
の
動
か
さ
れ
方

（Bew
egtheit

）」（SZ,375

）、
こ
れ
を
容
赦
な
く
つ
つ
み
こ
む
謎
や
闇
の
暗
さ
に
出
く
わ
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
か
ら
。

現
存
在
の
歴
史
性
の
実
存
論
的
な
解
釈
は
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
思
い
が
け
ず
、
影
に
迷
い
こ
む
。
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
問
い
の

可
能
な
次
元
は
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
ず
に
い
て
、
ど
の
次
元
に
も
存
在

0

0

の
謎0

、
そ
し
て
い
ま
は
っ
き
り
し
た
よ
う
に
、
動
き

0

0

（Bew
egung

）
の
謎0

が
暴
れ
回
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
な
お
い
っ
そ
う
の
こ
と
、
そ
の
闇
の
暗
さ
（D

unkelheiten

）

を
拭
い
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。（SZ,392

）

「
芸
術
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
謎
」。
こ
れ
も
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
歴
史
性
の
分
析
、
そ
の
明
る
み
を
通
し
て
こ
そ
出
く
わ

す
こ
と
に
な
り
え
た
謎
や
闇
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
存
在
と
い
う
こ
の
存
在
者
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
《
歴
史
的
》（»geschichtlich«

）
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ

か
ら
し
て
、
こ
の
存
在
者
が
存
在
論
的
に
自
ら
そ
れ
自
身
に
く
ま
な
く
光
を
当
て
よ
う
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も

《
歴
史
学
的
》（»historisch«

）
解
釈
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。（SZ,39

）

五
五

� 95歴史から芸術、そして存在へ（岡山）

「
歴
史
学
が
現
存
在
を
そ
の
本
来
的
な
歴
史
性
か
ら
疎
外
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
」（SZ,396

）
と
言
わ
れ
た
こ
と
の
意
味
も
見
え
て
く

る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
創
作
さ
れ
る
も
の
そ
の
も
の
は
、
見
守
る
者
た
ち
（die Bew

ahrenden

）
な
し
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
す
る
こ

と
に
な
り
え
な
い
」（U

K
, 67f.

）
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

と
な
る
と
、「
歴
史
学
的
な
開
示
は
、
運
命
的
な
反
復
に
根
ざ
し
て
い
る
」（SZ,395

）
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
歴
史
学
的
な

開
示
、
つ
ま
り
歴
史
学
的
な
問
い
が
あ
っ
て
こ
そ
の
運
命
的
な
反
復
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
順
序
を
逆
転
す
る
語
り
口

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に
『
存
在
と
時
間
』
の
失
敗
、
つ
ま
り
存
在
の
意
味
を
問
う
た
め
に
歴
史
学
的
な
問
い
を
展
開
す

る
と
い
う
本
来
の
目
的
を
果
た
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
理
由
の
一
つ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
な

に
し
ろ
、
序
論
の
見
定
め
で
は
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
は
、
そ
の
問
い
そ
の
も
の
か
ら
し
て
歴
史
学
的
な
問
い
と
し
て
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」（SZ,21
）
は
ず
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
と
ら
え
な
お
せ
ば
、
そ
の
「
歴
史
学
的
な
開
示
」
が
「
ほ

と
ん
ど
《
主
観
的
》
な
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
そ
れ
こ
そ
が
歴
史
学
の
《
客
観
性
》
を
保
証
す
る
」（SZ,395

）
と
い
う
こ
と
の

意
味
も
見
え
て
く
る
。

真
理
の
生
起
、
そ
こ
で
存
在
が
な
り
た
ち
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
芸
術
と
な
り
、
そ
こ
で
歴
史
が
な
り
た
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
な
り

た
ち
を
見
つ
め
な
お
す
た
め
に
は
歴
史
学
的
な
問
い
が
必
要
と
な
る
。『
芸
術
作
品
の
根
源
』
の
「
あ
と
が
き
（N

achw
ort

）」
で
謎

と
い
う
こ
と
を
口
に
す
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

芸
術
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
謎
。
そ
の
謎
の
解
決
を
要
求
す
る
の
は
筋
違
い
で
あ
る
。
課
題
の
た
め
に
残
さ
れ
る
の
は
、
そ

の
謎
に
出
く
わ
す
こ
と
で
あ
る
。（U

K
, 83

）

五
三
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解
決
な
ど
望
め
な
い
。
謎
に
迫
る
問
い
を
反
復
し
、
そ
の
謎
に
出
く
わ
す
こ
と
。「
存
在
の
意
味
が
闇
（D

unkel

）
に
つ
つ
ま
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、《
存
在
》
の
意
味
へ
の
問
い
を
反
復
す
る
と
い
う
決
定
的
な
必
然
性
が
示
さ
れ
て
く
る
」（SZ,4

）。
序
論
で
告

げ
ら
れ
た
そ
の
意
図
は
、
歴
史
性
の
分
析
に
お
い
て
も
、
息
を
潜
め
な
が
ら
、
じ
っ
と
そ
の
出
番
の
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

そ
こ
で
も
す
で
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
証
言
す
る
よ
う
に
、
本
来
的
な
歴
史
性
、
運
命
と
い
う
生
起
の
「
特
有
の
動
か
さ
れ
方

（Bew
egtheit

）」（SZ,375
）、
こ
れ
を
容
赦
な
く
つ
つ
み
こ
む
謎
や
闇
の
暗
さ
に
出
く
わ
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
か
ら
。

現
存
在
の
歴
史
性
の
実
存
論
的
な
解
釈
は
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
思
い
が
け
ず
、
影
に
迷
い
こ
む
。
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
問
い
の

可
能
な
次
元
は
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
ず
に
い
て
、
ど
の
次
元
に
も
存
在

0

0

の
謎0

、
そ
し
て
い
ま
は
っ
き
り
し
た
よ
う
に
、
動
き

0

0

（Bew
egung

）
の
謎0

が
暴
れ
回
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
な
お
い
っ
そ
う
の
こ
と
、
そ
の
闇
の
暗
さ
（D

unkelheiten

）

を
拭
い
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。（SZ,392

）

「
芸
術
そ
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
謎
」。
こ
れ
も
、『
存
在
と
時
間
』
で
の
歴
史
性
の
分
析
、
そ
の
明
る
み
を
通
し
て
こ
そ
出
く
わ

す
こ
と
に
な
り
え
た
謎
や
闇
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
現
存
在
と
い
う
こ
の
存
在
者
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
《
歴
史
的
》（»geschichtlich«

）
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ

か
ら
し
て
、
こ
の
存
在
者
が
存
在
論
的
に
自
ら
そ
れ
自
身
に
く
ま
な
く
光
を
当
て
よ
う
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も

《
歴
史
学
的
》（»historisch«

）
解
釈
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。（SZ,39

）

五
五
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デ
ガ
ー
の
芸
術
論
の
基
本
的
な
意
図
に
つ
い
て
も
見
つ
め
な
お
し
を
図
る
と
同
時
に
、
そ
こ
で
は
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
側
面
に
つ
い
て
も

補
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
６
）	

こ
こ
で
「
す
で
に
現
に−

存
在
し
て
い
る
（da-gew

esen

）」「
既
存
の
世
界
（gew

esene W
elt

）」
と
い
う
訳
し
方
を
し
た
原
語
に
含

ま
れ
るgew

esen

は
形
容
詞
と
し
て
付
加
語
的
に
は
、
や
は
り
「
過
ぎ
去
っ
た
、
か
つ
て
の
」
と
い
っ
た
よ
う
にvergangen

と
ほ
と
ん
ど

同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
、
ド
イ
ツ
語
のsein

（
存
在
す
る
、
あ
る
）
の
過
去
分
詞
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
過
去
分
詞
と
し
て
の
意
味
合
い
を
強
調
す
る
こ
と
でvergangen

と
の
使
い
分
け
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
使
うGew

esenheit

、gew
esen

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、「
既
存

性
（
既
存
の
あ
り
方
、
既
存
の
こ
と
）」、「
既
存
の
、
既
存
的
」
と
い
う
よ
う
に
訳
し
分
け
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
７
）	

Ｋ
．
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
『
ナ
チ
ズ
ム
と
私
の
生
活

─
仙
台
か
ら
の
告
発
』
秋
間
実
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
、
四
八
頁
以

下
。

（
８
）	

そ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
須
田
朗
「
歴
史
学
と
歴
史
性

─
ニ
ー
チ
ェ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」（
東
北
大
学
哲
学
研
究
会
『
思
索
　
第

四
十
七
号
』
二
〇
一
四
年
）
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
概
念
の
比
較
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
に
含
ま
れ

る
「
時
代
批
判
」
的
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
歴
史
性
を
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
学
の
見
解
に
結
び
つ

け
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
そ
こ
か
ら
文
明
批
判
的
な
論
調
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
し
、『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述
の
範
囲
内
で
は
そ

う
解
釈
す
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
指
摘
を
貴
重
な
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
も
、
本
稿
で
は
、「
存
在
へ
の
問
い
」「
存
在
論
の
歴
史
の

解
体
」
と
い
う
本
来
の
目
的
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
裏
に
あ
っ
た
は
ず
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
９
）	

そ
の
他
の
解
釈
の
不
十
分
さ
の
内
訳
の
要
約
説
明
に
つ
い
て
は
、
上
掲
、
拙
論
、
岡
山
敬
二
（
二
〇
一
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
１
）	

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
引
用
箇
所
お
よ
び
そ
れ
へ
の
参
照
箇
所
は
、
本
文
中
の
（
　
）
内
に
、SZ

と
い
う
略
号
に

よ
っ
て
当
該
著
作
を
数
字
に
よ
っ
て
ペ
ー
ジ
数
を
表
示
し
た
。
大
部
分
の
翻
訳
に
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
（
単
行
本
）
の
ペ
ー
ジ
が
併
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
ペ
ー
ジ
数
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
（M

ax N
iem

eyer V
erlag

）
の
ペ
ー
ジ
づ
け
に
従
っ
た
。『
存
在
と
時
間
』
を
含
め
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
文
の
中
で
傍
点
を
付
し
た
箇
所
は
原
文
で
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
強
調
箇
所
に
相
当
す
る
。
な
お
、《
　
》
と

い
う
符
号
で
括
っ
た
箇
所
は
原
文
で»

　«

と
い
う
符
号
で
括
ら
れ
た
箇
所
に
相
当
す
る
。

（
２
）	
一
九
三
五
／
三
六
年
と
い
う
の
は
『
全
集
』
版
に
記
載
さ
れ
て
い
る
年
号
で
あ
る
が
、
論
文
と
し
て
の
最
終
的
な
完
成
は
も
う
少
し
遅

い
時
期
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
事
情
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
関
口
浩
「
訳
者
後
記
」（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
芸
術
作
品
の
根
源
』

関
口
浩
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
論
文
は
、
一
九
七
七
年
刊
行
の
『
全
集
』
第
五
巻
と
一
九
五
〇
年
刊
行
の
論
文
集
『
杣
道
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
、
こ
の

論
文
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
箇
所
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
刊
行
の
レ
ク
ラ
ム
文
庫
版
、M

. H
eidegger, D

er U
rspru

n
g 

d
es K

u
n

stw
erkes. M

it einer Einführung von H
ans-Georg Gadam

er, Philipp Reclam
 jun. Stuttgart 1960.

に
従
い
、
引
用

文
・
参
照
箇
所
の
直
後
の
（
　
）
内
に
、U
K

と
い
う
略
号
と
原
著
の
頁
数
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

（
３
）	

た
と
え
ば
、
高
田
珠
樹
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
　
存
在
の
歴
史
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
）
第
四
章
で
も
、
歴
史
性
と
歴
史
学
と
の

関
係
や
、
歴
史
性
の
分
析
と
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
と
の
つ
な
が
り
に
注
目
し
、
す
で
に
『
存
在
と
時
間
』
の
基
本
的
な
構
想
の
な
か
に
は

「
存
在
の
顕
現
と
隠
蔽
と
が
一
体
と
な
っ
て
生
起
す
る
存
在
の
歴
史
と
い
う
洞
察
」
が
潜
ん
で
い
た
と
す
る
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

「
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
に
よ
っ
て
比
較
的
明
確
に
語
ら
れ
始
め
る
の
は
、
か
な
り
先
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
こ
れ
を
指
摘

す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
い
る
。
そ
の
指
摘
の
方
向
に
沿
い
な
が
ら
も
、
本
稿
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
文
脈
と
は
別
に
そ
れ
以
後
に
書
か
れ

た
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
手
が
か
り
に
し
て
芸
術
論
と
い
う
角
度
か
ら
そ
の
洞
察
の
内
実
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
み

よ
う
と
思
う
。

（
４
）	

木
田
元
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
三
年
）
二
一
七
頁
以
下

（
５
）	

拙
論
、
岡
山
敬
二
「
人
間
へ
の
問
い
と
思
索
の
祝
祭

─
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
の
根
源
を
さ
ぐ
っ
て

─
」（
日
本
大
学

法
学
部
『
桜
文
論
叢
　
第
九
十
九
巻
』
二
〇
一
九
年
）
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
芸
術
論
が
存
在
論
で
あ
り
、「
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
」
を
基

本
的
な
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
方
向
に
沿
い
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
芸
術
論
で
あ
る
以
前
に
む
し
ろ
技
術
論
、
人
間
論
で
も
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
論
文
の
錯
綜
し
た
論
理
構
成
や
基
本
的
な
意
図
の
不
透
明
さ
に
着
目
し
、
そ
の
意
味
や
必
然
性
を
探
る
こ
と
を
試

み
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
方
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
の
真
意
を
探
る
と
い
う
い
っ
そ
う
鋭
い
切
り
口
か
ら
、
ハ
イ

五
三
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デ
ガ
ー
の
芸
術
論
の
基
本
的
な
意
図
に
つ
い
て
も
見
つ
め
な
お
し
を
図
る
と
同
時
に
、
そ
こ
で
は
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
側
面
に
つ
い
て
も

補
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
６
）	

こ
こ
で
「
す
で
に
現
に−

存
在
し
て
い
る
（da-gew

esen

）」「
既
存
の
世
界
（gew

esene W
elt

）」
と
い
う
訳
し
方
を
し
た
原
語
に
含

ま
れ
るgew

esen

は
形
容
詞
と
し
て
付
加
語
的
に
は
、
や
は
り
「
過
ぎ
去
っ
た
、
か
つ
て
の
」
と
い
っ
た
よ
う
にvergangen

と
ほ
と
ん
ど

同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
、
も
と
も
と
、
ド
イ
ツ
語
のsein

（
存
在
す
る
、
あ
る
）
の
過
去
分
詞
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
過
去
分
詞
と
し
て
の
意
味
合
い
を
強
調
す
る
こ
と
でvergangen

と
の
使
い
分
け
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
使
うGew

esenheit

、gew
esen

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、「
既
存

性
（
既
存
の
あ
り
方
、
既
存
の
こ
と
）」、「
既
存
の
、
既
存
的
」
と
い
う
よ
う
に
訳
し
分
け
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
７
）	

Ｋ
．
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
『
ナ
チ
ズ
ム
と
私
の
生
活

─
仙
台
か
ら
の
告
発
』
秋
間
実
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
、
四
八
頁
以

下
。

（
８
）	

そ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
須
田
朗
「
歴
史
学
と
歴
史
性

─
ニ
ー
チ
ェ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
」（
東
北
大
学
哲
学
研
究
会
『
思
索
　
第

四
十
七
号
』
二
〇
一
四
年
）
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
概
念
の
比
較
考
察
を
踏
ま
え
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
性
に
含
ま
れ

る
「
時
代
批
判
」
的
姿
勢
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。『
存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
歴
史
性
を
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
学
の
見
解
に
結
び
つ

け
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
そ
こ
か
ら
文
明
批
判
的
な
論
調
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
し
、『
存
在
と
時
間
』
の
叙
述
の
範
囲
内
で
は
そ

う
解
釈
す
る
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
の
指
摘
を
貴
重
な
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
も
、
本
稿
で
は
、「
存
在
へ
の
問
い
」「
存
在
論
の
歴
史
の

解
体
」
と
い
う
本
来
の
目
的
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
裏
に
あ
っ
た
は
ず
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
真
意
を
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

（
９
）	

そ
の
他
の
解
釈
の
不
十
分
さ
の
内
訳
の
要
約
説
明
に
つ
い
て
は
、
上
掲
、
拙
論
、
岡
山
敬
二
（
二
〇
一
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

五
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