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…
…
こ
れ
と
は
逆
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
歴
史
は
、
当
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
で
終
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
歴
史
が

調
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
完
了
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
歴
史
に
お
け
る
文
字
通
り
に
最
後
の
事
件
で
あ
り
、
最
後
の
英
雄
に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
最
後
の
英
雄
は
、
た
ん
に
認
識
す
る
英
雄
で
は
な
く
、
認
識
と
い
う
行
為
を
す
る
英
雄
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
る
。
歴
史
は
、
た
ん
に
こ
の
英
雄
に
よ
っ
て
思
想
的
に
把
握
さ
れ
、
も
っ
て
過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
と
し
て
、
自
ら
を
意
識
し

た
精
神
の
書
物
に
記
載
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
歴
史
は
た
ん
に
結
果
報
告
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
哲
学
に
よ
っ
て
歴
史
が
記
述
さ

れ
る
こ
と
自
体
が
、
実
の
と
こ
ろ
最
後
の
歴
史
的
行
為
、
終
末
論
的
な
歴
史
的
行
為
で
あ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

本
質
的
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、歴
史
記
述
は
、歴
史
の
止
揚
と
し
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
は
、

自
由
な
法
治
国
家
と
い
う
政
治
形
式
へ
と
、
ひ
い
て
は
思
弁
的
体
系
と
い
う
哲
学
形
式
へ
と
止
揚
さ
れ
る
。
つ
ま
り
歴
史
記
述
は
、
自

由
の
記
述
と
し
て
も
、
ま
た
意
識
の
記
述
と
し
て
も
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
現
象
す
る
知

の
歴
史
だ
っ
た
。
そ
れ
も
自
ら
を
現
象
さ
せ
る
知
の
歴
史
で
あ
り
、
自
ら
の
生
成
に
つ
い
て
思
考
す
る
な
か
で
自
ら
を
具
体
化
さ
せ
る

知
の
歴
史
で
あ
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
感
性
の
領
界
へ
と
疎
外
さ
れ
て
い
た
意
識
の
回
帰
・
帰
郷
・
再
我
有
化
の

歴
史
で
も
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
知
と
現
象
、
あ
る
い
は
〈
構
造
化
す
る
言
語
〉
と
〈
対
象
と
な
る
現
実
〉
は
、
歴
史
的
行

為
を
成
り
立
た
せ
る
二
つ
の
次
元
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
行
為
そ
れ
自
体
は
、
自
ら
の
も
た
ら
す
現
実
と

概
念
と
の
統
一
を
自
ら
成
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
の
二
つ
の
次
元
の
対
立
関
係
を
解
消
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ

ル
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
概
念
の
行
為
、
つ
ま
り
歴
史
上
の
出
来
事
で
あ
る
と
と
も
に
認
識
上
の
出
来
事
で
も
あ
る
よ
う
な
出
来
事

が
、
特
権
的
な
対
象
で
も
あ
り
、
哲
学
に
よ
る
歴
史
記
述
の
唯
一
の
遂
行
形
式
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
事
実
と
し
て
の
歴
史
と
歴
史
の
認
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識
と
の
関
係
を
支
配
し
て
い
る
と
さ
れ
る
根
本
的
な
類
比
関
係
を
保
証
す
べ
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
―
―
少
な
か
ら
ぬ
追
随
者
た
ち
も
し
て

い
る
よ
う
に
―
―
歴
史
概
念
の
多
義
性
に
訴
え
、
こ
れ
こ
そ
ド
イ
ツ
語
の
思
弁
的
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
歴

史
と
い
う
言
葉
の
も
ち
う
る
複
数
の
意
味
の
あ
い
だ
に
強
固
な
実
質
的
関
係
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
　

�

わ
れ
わ
れ
の
言
語
で
い
わ
れ
る
歴
史

0

0

〔Geschichte

〕
は
、
客
観
的
な
面
と
主
観
的
な
面
と
を
統
一
し
て
い
て
、
為レ
ー
ス
・
ゲ
ス
タ
エ

さ
れ
た
こ
と

そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
為ヒ
ス
ト
リ
ア
・
レ
ー
ル
ム
・
ゲ
ス
タ
ー
ル
ム

さ
れ
た
こ
と
の
叙
述
も
意
味
し
て
い
る
。
歴
史
と
は
、
起
こ
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
し
、
起

こ
っ
た
こ
と
を
叙
述
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
意
味
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
外
的
な
偶
然
で
は

な
く
、
も
っ
と
根
の
深
い
も
の
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
叙
述
は
、
本
来
の
歴
史
的
な
行
為
や
出
来
事
と
同
時
に
現
わ
れ

る
の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
に
共
通
す
る
内
的
な
基
礎
こ
そ
が
、
両
者
を
と
も
に
立
ち
現
わ
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（H
egel�1970:�83

〔
上
、
一
〇
八
頁
〕）

　

つ
ま
り
事
象
と
そ
の
叙
述
は
、
外
的
な
偶
然
―
―
言
語
表
現
の
節
約
で
あ
れ
、
細
や
か
な
区
別
に
対
す
る
怠
慢
で
あ
れ
―
―
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
実
質
的
な
共
通
性
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
共
通
性
が
あ
る
こ
と
は
、
歴
史

0

0

と
い
う
言
葉

の
統
一
性
に
表
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
な
出
来
事
と
歴
史
叙
述
と
の
内
的
な
共
通
性
は
、
両
者
の
現
わ
れ
の
歴
史
的
な
同
時
性
に
も
証

し
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
つ
ま
り
は
認
識
と
認
識
さ
れ
る
も
の
、
標
示
記
号
と
標
示
さ
れ
る
も
の
が
、
い
ず
れ
も
等
し
く
行
為

0

0

〔T
at

〕

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
行
為
と
は
、言
語
行
為
、発
話
行
為
、概
念
の
出
来
事
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ

て
〈
為
さ
れ
た
こ
と
の
叙
述
〉
は
、
そ
れ
自
身
〈
為
さ
れ
た
こ
と
〉
に
含
ま
れ
て
い
る
し
、
い
か
な
る
〈
為
さ
れ
た
こ
と
〉
も
、
そ
れ

自
身
、
叙
ヒ
ス
ト
リ
ア
述
―
―
認
識
の
遂
行
―
―
だ
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
と
い
う
言
葉
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
読
み
取
っ
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
と
行
為
と



文
学
的
出
来
事
の
歴
史
と
現
象
的
出
来
事
の
歴
史
と
の
い
く
つ
か
の
違
い
に
つ
い
て

177

の
根
本
的
な
類
比
関
係
は
、
歴
史
概
念
そ
れ
自
体
に
表
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
類
比
関
係
は
、
端
的
な
同
一
性
に
よ
っ
て
乗
り
越

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
法
の
哲
学
』（
第
三
四
三
節
）
で
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
　

�

精
神
の
歴
史
と
は
、
精
神
の
行
為

0

0

で
あ
る
。
精
神
と
は
、
当
の
精
神
の
為
す
と
こ
ろ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
精
神
の
行
為
と
は
、

自
ら
を
―
―
そ
れ
も
、
こ
こ
で
は
精
神
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
自
ら
を
―
―
意
識
の
対
象
に
す
る
と
い
う
こ
と
、
自
身
に
対
し
て
自

ら
を
展
示
す
る
〔auslegen

〕
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

（H
egel�1972:�295

〔
Ⅱ
、
四
二
九
頁
〕）

　

こ
こ
で
は
歴
史
概
念
が
、
活
動
存
在
論
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
１
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
精
神
の
存
在
と
は
、
当
の
精
神
の
行
為
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
歴
史
と
は
、
つ
ま
り
は
こ
の
行
為
す
る
存
在
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
概
念
的
に
把
握
さ
れ
た
歴
史
と
は
、
解
釈

〔A
uslegung

〕
と
い
う
精
神
の
行
為
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
た
精
神
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
歴
史
は
、
現
実
と
な
っ

た
精
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
の
精
神
の
自
己
認
識
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
活
動
存
在
論
的
な
解
釈
の
源
と
な
っ
て
い
る
の

が
、
言
語
表
現
の
認
識
的
な
性
格
と
行
為
遂
行
的
な
性
格
と
の
対
称
性
、
し
か
も
い
か
な
る
「
外
的
な
偶
然
」
に
よ
っ
て
も
損
な
わ
れ

え
な
い
対
称
性
と
い
う
言
語
存
在
論
的
な
想
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
認
識
も
行
為
で
あ
り
、
ま
た
た
と
え
明
示
さ
れ

て
い
な
く
て
も
、
い
か
な
る
行
為
も
認
識
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
し
て
は
、
歴
史
的
現
実
の
な
か
へ
と
認
識
を
投
入
し
な
が
ら
も
、
そ

の
歴
史
的
現
実
に
認
識
が
浸
透
し
き
っ
て
取
り
戻
せ
な
く
な
る
の
を
避
け
よ
う
と
思
え
ば
、
ど
う
し
て
も
認
識
と
行
為
と
の
対
称
性
に

訴
え
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
ほ
か
に
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
の
扱
う
領
域
ご
と
に
な
さ
れ
て
い
る
同
じ
よ
う
な
想
定
に
一
致
す
る
こ
と
と

し
て
、
認
識
の
復
ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
興
の
可
能
性
を
認
識
論
的
に
保
証
す
べ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
が
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
・
裁
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量
・
制
度
・
過
程
の
な
か
に
対
象
化
し
て
い
る
認
識
が
、
当
の
行
為
、
裁
量
、
制
度
、
過
程
の
な
か
に
保
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

か
く
し
て
当
の
行
為
そ
れ
自
体
に
―
―
そ
れ
も
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
一
切
の
契
機
に
―
―
認
識
的
な
性
格
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
な
出
来
事
が
こ
と
ご
と
く
認
識
行
為
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
意
識
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
書
き
手
と
し
て
自

ら
を
再
認
識
す
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
出
来
事
を
現
象
界
に
お
け
る
自
ら
の
現
わ
れ
と
認
め
て
、
歴
史
的
な
自
己
意
識
へ

と
自
ら
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
識
と
出
来
事
と
の
本
質
的
な
同
質
性
、
そ
れ
に
両
者
相
互
の
反
転
可
能
性
と
い
う
前
提
が
失
わ

れ
れ
ば
、
反
省
に
よ
る
主
体
の
自
己
関
係
の
可
能
性
も
、
そ
の
よ
う
な
過
程
を
つ
う
じ
て
の
実
体
と
し
て
の
主
体
の
自
己
構
成
の
可
能

性
も
失
わ
れ
る
。
歴
史
記
述
と
は
歴
史
の
認
識
で
あ
る
（
こ
の
想
定
も
、
互
い
に
異
な
る
言
語
的
機
能
を
等
置
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て

い
る
）
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
の
思
弁
的
認
識
が
最
後
の
歴
史
的
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
自
己
呈
示
と
自
己
認
識
と
の

円
環
が
閉
じ
ら
れ
、
歴
史
が
完
成
さ
れ
、
か
く
し
て
歴
史
概
念
が
初
め
て
満
た
さ
れ
て
現
実
の
も
の
と
な
り
、
つ
ま
り
は
歴
史
記
述
が

歴
史
を
初
め
て
歴
史
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
お
よ
そ
歴
史
が
意
識
の
歴
史
で
あ
り
、
意
識
と
本
質
を
同
じ
く
す
る
現
象
の
歴
史
で

あ
り
、
現
象
に
自
ら
の
現
わ
れ
を
認
め
る
意
識
の
自
己
認
識
の
歴
史
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
歴
史
は
（
し
た
が
っ
て
「
世
界
史
」
も
、
ま

た
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
形
態
で
の
個
別
分
野
の
歴
史
、
た
と
え
ば
「
美
術
史
」
や
「
文
学
史
」
も
）
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
逆

に
、
出
来
事
と
認
識
、
す
な
わ
ち
言
語
の
行
為
遂
行
的
機
能
と
認
識
的
機
能
の
両
者
が
非
対
称
的
な
関
係
に
あ
り
、
つ
ま
り
は
書
き
手

の
意
識
が
意
図
し
た
以
上
の
こ
と
、
あ
る
い
は
意
図
し
た
の
と
は
違
っ
た
こ
と
が
言
明
の
な
か
に
現
わ
れ
て
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
法
の

支
配
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
い
、
制
度
（
文
学
も
ひ
と
つ
の
制
度
だ
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
文
学
）
が
、
そ
れ
を
制
定
し
た
主
体
の
論
理

（
そ
の
主
体
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
い
う
名
の
集
合
的
な
主
体
で
あ
れ
、
資
本
と
い
う
政
治
経
済
的
な
主
体
で
あ
れ
）
と
は
別
な
論
理

に
よ
っ
て
作
動
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
は
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
歴
史
概
念
を
徹
底
的

に
活
動
存
在
論
的
に
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
と
認
識
が
、
両
者
の
一
致
の
媒
体
と
な
る
現
象
に
お
い
て
互
い
の
な
か
へ
と
浸
透
し
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あ
い
、
現
象
を
つ
う
じ
て
互
い
へ
と
変
貌
し
あ
い
、
も
っ
て
自
ら
へ
と
変
貌
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
歴
史

は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
対
象
か
ら
行
為
へ
の
―
―
そ
れ
も
解
釈

0

0

と
い
う
行
為
へ
の
―
―
意
識
の
転
化
が
、
当
の
意
識
の

歴
史
の
完
了
を
表
わ
し
て
い
る
以
上
、
完
全
な
歴
史
概
念
の
前
提
に
は
、
当
の
歴
史
が
終
わ
る
こ
と
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
歴
史
は
終
わ
っ
た
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
歴
ポ
ス
ト
・
イ
ス
ト
ワ
ー
ル

史
以
後
と
い
う
概
念
に
あ

わ
せ
て
現
代
の
芸
術
作
品
を
考
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
ほ
か
で
も
な
い
ヘ
ー
ゲ
ル
の
設
定
し
た
限
界
に
自
身
が
順
応
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
に
形
而
上
学
以
後
を
自
称
し
て
い
る
新ヌ
ヴ
ォ
テ
し
さ
に
は
思
弁
的
な
歴
史
概
念
の
規
定
的
要
素
が
そ
っ
く
り
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
た
と
え
ば
ヤ
ウ
ス
の
よ
う
に
文
学
的
な
出
来
事
と
史
的
な
出
来
事
と
の

類
比
関
係
を
自
ら
の
歴
史
概
念
の
基
礎
と
す
る
よ
う
な
、
よ
り
保
守
的
な
理
論
家
も
〈
対
象
な
き
措
定
行
為
〉
と
〈
対
象
を
必
要
と
す

る
述
定
〉
を
融
合
さ
せ
る
―
―
断
じ
て
正
当
と
は
言
え
な
い
―
―
理
論
的
操
作
が
、
す
で
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
と
で
、
歴
史
的
と
な
っ
た

事
実
と
今
現
在
の
自
己
認
識
と
の
綜
合
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
自
ら
の
考
え
る
歴
史
―
―
つ
ま
り
は
文
学
史

―
―
が
「
挑
発
」（
２
）
に
は
ほ
ど
遠
い
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
論
家
の
考
え
る
歴
史
は
、
異
質
な
機
能
の
同
質
化
に
基

づ
い
て
お
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
る
出
来
事
の
歴
史
と
同
じ
く
、
人
間
的
な
自
己
意
識
の
我
有
化
の
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
に
し
て
、
こ
の
種
の
理
論
家
の
考
え
る
歴
史
が
存
在
し
う
る
の
は
、
社
会
お
よ
び
文
学
と
い
う
出
エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス

来
事
の
圏
域
が
、
感
性
的
な
現
象

の
圏
域
―
―
可エ
ア
オ
イ
グ
ニ
ス

視
的
な
も
の
の
圏
域
―
―
と
し
て
美
学
化
（
３
）
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

以
下
で
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
社
会
的
な
出
来
事
も
文
学
的
な
出
来
事
も
、
自
己
反
省
に
属
す
る
い
か
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
従

わ
な
い
し
、
お
よ
そ
そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
基
礎
と
な
る
現
象
性
に
も
従
わ
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
―
―
意
識
的
に
で
あ
れ
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
で
あ
れ
―
―
基
づ
い
て
為
さ
れ
る
歴
史
記
述
が
、
自
ら
の
対
象
と
す
る
事
象
領
域
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を
美
学
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
限
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

伝
承
上
、
歴
史
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
経
験
の
最
古
の
記
述
の
ひ
と
つ
が
―
―
た
し
か
に
神
話
的
な
歴
史
で
は
あ
る
し
、
そ
れ
ば
か

り
か
神
話
的
な
叙
事
詩
と
い
う
形
式
で
呈
示
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
―
―『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』第
八
歌
に
あ
る
。
そ
こ
で
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
は
、
パ
イ
エ
ケ
ス
人
の
王
の
館
で
歌
い
手
デ
モ
ド
コ
ス
に
頼
ん
で
、
自
ら
も
か
か
わ
っ
て
い
た
ト
ロ
イ
ア
で
の
出
来
事
を
、
歌

と
い
う
形
で
あ
り
あ
り
と
再
現
し
て
も
ら
う
―
―
つ
ま
り
現
象
さ
せ
て
も
ら
う
―
―
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
頼
み
に
応
じ
て
歌
い
手
が

神
話
的
な
闘
い
の
終
わ
り
を
物
語
る
と
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
落
涙
す
る
の
だ
っ
た
。
シ
ャ
ー
デ
ヴ
ァ
ル
ト
に
よ

る
散
文
訳
を
引
用
し
よ
う
（
４
）。

　
　

�

だ
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
／
心
が
蕩
け
、瞼
の
し
た
を
流
れ
る
涙
が
両
頬
を
濡
ら
し
た
。
／
あ
た
か
も
愛
す
る
夫
の
身
に
す
が
り
、

女
が
泣
き
伏
す
よ
う
で
あ
っ
た
。
／
夫
は
城
塞
と
衆
人
の
前
に
斃
れ
て
い
る
／
［
…
］
／
女
は
、
死
に
ゆ
き
喘
ぐ
夫
を
見
る
と
／

堪
ら
ず
駆
け
寄
り
、
傍
ら
に
頽
れ
泣
き
叫
ぶ
。
そ
れ
を
敵
方
の
者
ど
も
は
後
ろ
か
ら
／
［
…
］
／
苦
役
と
嘆
き
の
待
つ
隷
従
の
境

涯
へ
と
曳
い
て
ゆ
く
。
／
世
に
も
哀
れ
な
嘆
き
の
う
ち
に
、
女
の
頬
は
窶
れ
て
ゆ
く
。
／
あ
た
か
も
こ
の
よ
う
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
は
、
睫
の
し
た
に
嘆
き
の
涙
を
流
し
た
の
だ
っ
た
。

（H
om

er�1966:�143

〔
上
、
二
一
三
頁
（
第
八
歌
・
五
二
一
─
五
三
一
行
）〕）

　

他
人
が
物
語
る
の
を
聴
く
な
か
で
、
自
身
の
受
難
の
歴
史
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
落
涙
す
る
。
し
か
し
自
身

の
過
ぎ
去
っ
た
痛
み
や
、
仲
間
た
ち
を
失
っ
た
こ
と
に
涙
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
比
喩
が
ほ
と
ん
ど

ア
レ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
自
ら
の
不
可
侵
性
と
家
の
安
全
と
を
護
っ
て
く
れ
て
い
た
夫
を
失
っ
た
こ
と
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に
涙
す
る
女
の
よ
う
に
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
自
身
の
歴
史
を
失
っ
た
こ
と
に
涙
す
る
の
で
あ
る
。
自
身
の
歴
史
は
、
も
は
や
自
ら
の

も
の
で
な
く
な
り
、自
立
し
て
叙
事
詩
と
な
り
、疎
外
さ
れ
、デ
モ
ド
コ
ス
の
歌
に
よ
っ
て
い
わ
ば
自
身
か
ら
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

後
に
残
さ
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
自
身
の
歴
史
の
「
未
亡
人
」
の
よ
う
な
も
の
だ
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
自
身
の
過
去
の
言
行

を
他
人
が
物
語
っ
て
み
せ
る
の
を
聴
い
て
、
自
身
の
主
観
的
な
経
験
を
客
観
的
に
確
証
し
増
補
し
た
も
の
と
し
て
そ
れ
を
受
け
取
る
の

で
は
な
い
し
、
他
人
の
物
語
る
叙
述
の
な
か
で
自
身
の
過
去
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
叙
事
詩
へ
と
外
化
さ
れ
た
自
身
の
人
生

を
ふ
た
た
び
我
有
化
し
内
化
す
る
の
で
も
な
い
（
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
れ
ば
、
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
自
己
解
釈
の
行
為
を
、
そ
の
よ
う
に

解
釈
す
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
）。
む
し
ろ
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
他
人
の
物
語
る
自
身
の
過
去
を
聴
く
こ
と
は
、
自
身
の
人
格

の
な
か
で
も
自
ら
の
人
生
と
家
系
と
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
護
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
っ
た
部
分
を
、
敵
方
の
者
に
打
擲
さ
れ
る
の
と
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
歴
史
を
物
語
る
と
は
、
当
の
歴
史
を
生
き
た
者
の
人
生
を
略
奪
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
を
物
語
る
さ
い
に
起

こ
る
の
は
、
生
き
て
経
験
し
た
歴
史
と
の
別
離
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
を
聴
く
経
験
は
、
だ
か
ら
こ
そ
歴
史
を
経
験
す
る
こ
と
な
の
だ
―

―
が
、
も
う
一
度
注
意
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
、
感
情
移
入
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
体
験
、
そ
の
現
在
性
に
お
い

て
何
度
で
も
再
生
す
る
こ
と
の
で
き
る
体
験
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
身
の
生
き
た
人
生
と
の
別
離
と
し
て
で
あ
る
。
自
身
の
人

生
が
た
し
か
に
自
身
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
た
ん
に
見
か
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
撤
回
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
だ
け
自
身
の

も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
自
身
の
人
生
は
、
別
離
の
痛
み
の
な
か
で
こ
そ
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
呈
示

さ
れ
う
る
し
、
喪
失
の
危
険
の
な
か
で
こ
そ
経
験
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
呈
示
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
自
身
の
人
生
は
、
消
え
て
な
く
な
っ

た
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
つ
ね
に
事
ポ
ス
ト・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム

後
的
に
だ
け
呈
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
け
っ
し
て
そ
れ
自
体
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

呈
示
さ
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
起
こ
る
の
は
別
離
で
あ
る
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
歴
史
を
物
語
る
と
は
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
人
生
に
お
い
て
過

ぎ
去
っ
た
出
来
事
を
復
元
し
て
み
せ
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
行
為
に
つ
い
て
遡
行
的
な
自
己
解
明
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が
推
し
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
歴
史
を
物
語
る
こ
と
は
、
外
化
さ
れ
た
所
有
財
・
遺
産
と
し
て
表
象
さ
れ
た
歴
史
を
我
有
化
す

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
決
定
的
か
つ
不
可
逆
的
に
当
の
歴
史
を
脱
我
有
化
す
る
。
引
き
裂
か
れ
た
夫
婦
の
身
体
の
隠
喩
に
表
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
歴
史
は
人
生
の
連
続
性
の
破
綻
と
し
て
、
人
生
が
過
ぎ
去
り
ゆ
く
瞬
間
に
こ
そ
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
連
続
性
の
破

壊
を
表
現
し
て
い
る
は
ず
の
こ
の
隠
喩
は
、
た
し
か
に
自
身
の
歴
史
の
喪
失
と
い
う
断
じ
て
直
観
的
で
な
い
事
態
に
感
性
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
あ
て
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
式
的
な
対
応
関
係
の
水
準
で
当
の
連
続
性
を
回
復
さ
せ
る
。
し
か
し
当
の
隠
喩
が
イ
メ
ー
ジ
の
過

剰
を
生
み
出
し
、
も
は
や
当
の
隠
喩
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
喪
失
に
イ
メ
ー
ジ
が
対
応
し
な
く
な
る
瞬
間
に
、
当
の
隠
喩
は
比
喩
表
現

と
し
て
は
破
綻
し
、
そ
れ
と
と
も
に
直
観
と
出
来
事
と
の
類
比
関
係
も
破
綻
す
る
。「
そ
れ
を
敵
方
の
者
ど
も
は
後
ろ
か
ら
／
槍
の
木

柄
で
背
や
肩
を
小
突
き
つ
つ
」と
か「
世
に
も
哀
れ
な
嘆
き
の
う
ち
に
、女
の
頬
は
窶や
つ
れ
て
ゆ
く
」と
い
っ
た
細
か
な
描
写
は
、オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
の
経
験
に
な
ん
ら
対
応
す
る
も
の
を
も
た
ず
、む
し
ろ
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
経
験
に
対
し
て
形
式
的
に
は
ア
ナ
コ
ル
ー
ト
ン〔
破

格
表
現
〕
―
―
す
な
わ
ち
主
題
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
れ
を
敷
衍
す
る
叙
述
と
の
あ
い
だ
の
連
続
性
の
断
絶
―
―
と
し

て
作
用
し
て
い
る
。
よ
く
感
嘆
さ
れ
る
ホ
メ
ロ
ス
に
お
け
る
豊
か
な
逸
脱
の
技
法
は
、
隠
喩
を
出
来
事
へ
と
分
解
し
て
ゆ
く
と
い
う
も

の
だ
が
、
こ
の
技
法
は
ほ
か
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
対
応
関
係
の
系
列
を
―
―
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
認
識
的
な
言
語
形
式
を
―
―
ア
ナ

コ
ル
ー
ト
ン
へ
と
追
い
込
み
、
つ
ま
り
は
直
観
と
意
味
と
の
齟
齬
、
現
象
性
と
実
体
と
の
齟
齬
へ
と
追
い
込
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ホ
メ

ロ
ス
に
お
い
て
―
―
お
そ
ら
く
ホ
メ
ロ
ス
に
か
ぎ
ら
ず
―
―
歴
史
と
は
、
二
つ
の
言
語
的
機
能
が
乖
離
す
る
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
ひ
と
つ
は
表
象
機
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
直
観
化
の
領
域
、
す
な
わ
ち
感
性
的
に
知
覚
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
た
意
味
の
領
域
で
作
動

し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
意
図
の
な
い
措
定
機
能
で
あ
り
、
こ
れ
は
は
っ
き
り
し
た
意
味
の
直
観
化
の
埒
外
へ
と
飛
び
出
し
、
そ
の

か
ぎ
り
で
認
識
論
的
な
参
照
項
を
欠
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
歴
史
が
出
来
す
る
の
は
、
言
語
が
意
図
と

の
対
応
機
能
か
ら
逸
脱
し
て
、美
学
的
な
層
と
反
省
の
層
を
と
も
に
破
綻
さ
せ
る
地
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
の
よ
う
に
、
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物
語
ら
れ
た
主
人
公
が
一
人
歩
き
し
て
も
は
や
押
し
止
め
ら
れ
な
い
と
な
れ
ば
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
本
人
は
た
だ
落
涙
す
る
ほ
か
な
い

の
で
あ
る
。

　

こ
の
相
異
な
る
言
語
的
機
能
の
齟
齬
の
結
果
、
両
者
の
言
語
的
機
能
の
い
ず
れ
も
、
も
は
や
他
方
を
見
通
せ
な
く
な
る
。
そ
こ
で

こ
の
よ
う
な
齟
齬
は
、
西
洋
の
美
学
で
は
す
で
に
早
く
か
ら
執
拗
に
非
難
さ
れ
、
技
術
的
欠
陥
と
し
て
排
撃
さ
れ
て
き
た
。
も
し
文

学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
判
定
に
従
っ
て
い
た
ら
、
文
学
の
な
か
に
歴
史
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
文
学
の
歴
史
も

存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
関
係
―
―
す
な
わ
ち
歴
史
に
対
す
る
文
学
の
関
係
と
、文
学
に
対
す
る
歴
史
（
文
学
の
歴
史
も
含
め
て
）

の
関
係
―
―
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
の
議
論
の
簡
潔
さ
と
学
説
と
し
て
の
強
力
さ
ゆ
え
に
、ま
ず
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の『
詩

学
』
に
よ
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
し
て
み
よ
う
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
詩
学
』
第
九
章
で
の
定
式
化
―
―
詩
作
は
歴
史
記
述
よ

り
も
哲
学
的
な
も
の
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
〔1451b5-6

〕
―
―
で
頂
点
に
達
す
る
思
考
の
歩
み
は
、
悲
劇
の
筋
の
形
式
の
規
定
に

あ
て
ら
れ
た
第
七
章
で
、
ひ
と
つ
の
有
機
体
と
し
て
の
筋
の
全ホ

ロ

ン
体
性
［ὅλον

］
と
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
美カ

ロ

ン
し
さ
［καλόν

］
と
に

か
か
わ
る
考
察
で
始
ま
る
。
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
フ
ー
ア
マ
ン
に
よ
る
最
も
良
く
で
き
た
ド
イ
ツ
語
訳
で
引
用
し
よ
う
（
５
）。

　
　

�

さ
ら
に
、
美
し
い
も
の
は
、
生
き
物
で
あ
れ
、
い
く
つ
か
の
部
分
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
れ

ら
の
部
分
の
配
置
を
き
ち
ん
と
秩
序
づ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
ど
ん
な
大
き
さ
で
あ
っ
て
も
い
い
わ
け
で
は

な
い
。
美
し
さ
は
、
大
き
さ
と
秩
序
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
さ
す
ぎ
る
生
物
が
美
し
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い

だ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
知ア
ナ
イ
ス
テ
ー
ト
ス

覚
で
き
な
い［ἀναίσθητος

］時
間
と
な
る
の
で
、観
テ
オ
ー
リ
ア
察［θεω

ρία

］が
混
乱
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

大
き
す
ぎ
る
生
物
が
美
し
い
こ
と
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
観
察
が
一ハ

マ
度
に［ἅμα

］で
き
な
い
の
で
、観
察
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
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統
一
性
と
全
体
性
と
が
観
察
の
眼
を
逃
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
生
き
物
が
一
万
ス
タ
デ
ィ
オ
ン
の
大
き
さ
で
あ
る
場
合
の

よ
う
に
。
し
た
が
っ
て
身
体
や
生
き
物
の
場
合
、
一
定
の
大
き
さ
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、
そ
の
大
き
さ
は

よエ
ウ
シ
ュ
ノ
プ
ト
ン

く
見
渡
せ
る
［εὐσύνοπτον

］
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
筋
ミ
ュ
ト
ス［μῦθος

］
の
場
合
も
、
一
定
の
長
さ
を

も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、そ
の
長
さ
は
よエ
ウ
ム
ネ
ー
モ
ネ
ウ
ト
ン

く
憶
え
ら
れ
る
［εὐμνημόνευτον

］
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（Poetik�1450b34–1451a6

）

　

こ
こ
で
の
大
き
さ
・
長
さ
と
い
う
量
に
か
か
わ
る
議
論
―
―
第
三
批
判
で
の
数
学
的
崇
高
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
察
に
も
似
た
議

論
―
―
の
背
後
に
は
、
存
在
論
的
な
議
論
が
潜
ん
で
い
る
。
歴
史
作
品
と
違
っ
て
、
詩
作
品
は
、
見
渡
し
の
よ
さ
と
憶
え
や
す
さ
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
人
間
学
的
に
考
え
ら
れ
る
読
者
や
観

客
の
知
覚
能
力
の
限
界
に
だ
け
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
介
し
て
、
む
し
ろ
自
ら
を
告
知
す
る
存
在
の
有
機
的
統
一
性

に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
験
や
行
為
の
一
切
の
可
能
性
は
、
自
ら
を
告
知
す
る
存
在
に
か
か
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な

存
在
は
、
な
ん
の
問
題
も
な
く
現
実
の
な
か
で
の
現
象
と
し
て
自
ら
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
の
存
在
の

際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
有
機
的
な
統
一
性
お
よ
び
全
体
性
の
姿
を
、
観
察
〔T

heorie

：
観
想
〕
と
い
う
形
で
反
復
す
る
よ
う
な
直
観

能
力
に
対
し
て
だ
け
、
こ
の
よ
う
な
存
在
は
自
ら
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
さ
す
ぎ
る
か
大
き
す
ぎ
る
か

し
て
知ア

ナ

イ

ス

テ

ー

ト

ン

覚
で
き
な
い
も
の
―
―
現
前
に
よ
る
知
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
―
―
は
、た
し
か
に
現
実
の
な
か
に
存
在
し
て
は
い
る
が
、

し
か
し
現
実
の
な
か
で
も
観
察
可
能
な
領
域
に
は
属
し
て
い
な
い
。
現
実
の
な
か
で
も
唯
一
観
察
可
能
な
の
は
、
必
然
的
な
現
実
、
あ

る
い
は
経
験
か
ら
す
る
と
あ
り
そ
う
な
現
実
と
い
う
領
域
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
こ
そ
が
、
自
ら
に
普
遍
性
が
あ
る
こ
と
、
し
た

が
っ
て
自
ら
が
絶
え
る
こ
と
な
く
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
主
張
し
う
る
。
現
実
的
な
も
の
の
こ
の
よ
う
な
実
体
的
普
遍
性
、
す
な
わ
ち
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そ
の
形
式
ゆ
え
に
普
遍
的
な
現
実
、そ
の
形
式
ゆ
え
に
直
観
的
認
識
に
と
っ
て
―
―
観
テ
オ
ー
リ
ア
想
に
と
っ
て
―
―
接
近
可
能
な
現
実
に
対
し
て
、

哲
学
と
詩
作
は
、
互
い
に
異
な
っ
て
は
い
る
が
密
接
な
親
縁
性
の
あ
る
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
さ
す
ぎ
る
か
大
き
す

ぎ
る
対
象
な
い
し
出
来
事
は
知
覚
の
不
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

に
浸
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
技テ
ク
ネ
ー術
と
同
じ
く
詩
作
の
技
術
は
、
そ
の
よ

う
な
対
象
や
出
来
事
を
た
ん
に
模
写
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
対
象
や
出
来
事
の
実
体
的
な
姿
を
詩
作
品
に
お
い
て
表
象
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
観
想
の
た
め
に
当
の
対
象
や
出
来
事
を
完
成
さ
せ
る
（Physik�199a15-17

）（
６
）
と
い
う
存
在
論
的
な
機
能
を
担
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
詩
作
は
、
認
識
と
記
憶
を
逃
れ
る
が
ゆ
え
に
見
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
層
的
な
現

実
と
、
そ
の
よ
う
な
現
実
を
な
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
連
関
の
偶
然
性
お
よ
び
形
の
見
極
め
が
た
さ
と
を
、
認
識
し
記
憶
す
る
こ
と
の

で
き
る
直
観
的
な
範
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
型
へ
と
抽
象
し
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て（Poetik�1461b11-15

）現
実
を
直
感
化
お
よ
び
現
象
化
す
る
な
か
で
、

当
の
現
実
を
知
覚
可
能
で
観
想
可
能
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
詩
の
言
葉
に
は
、
知
覚
で
き
な
い
要
素
に
よ
っ
て
見

渡
せ
な
く
な
っ
て
い
る
現
実
そ
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
現
実
の
範
型
こ
そ
が
現
象
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
意
味
で
、
詩
作
は
、
言
葉
の
最
も
厳
密
な
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
を
も
た
ら
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
詩

作
は
、
自
ら
が
呈
示
す
る
行
為
の
形エ
イ
ド
ス相
を
直
観
に
も
た
ら
す

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
こ
そ
、
直
観
に
相
応
す
る
な
か
で
当
の
直
観
に
よ
る
認
識
を
引
き
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
で
は
、
叙
述
と
認
識
と
が
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
な
言
語
が
、
歴
史
の
経

験
を
言
い
表
わ
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
齟
齬
の
言
語
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
詩
作
の
操
作
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
の
は
、
認
識
行
為
と
し
て
現
実
の
法
則
を
見
て
と
る
よ
う
な
直
観
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
法
則
の
な
か
に
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
エ
イ

ド
ス
と
し
て
の
現
実
の
自
己
呈
示
を
見
て
と
る
直
観
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
詩
作
に
よ
っ
て
詩
作
品
が
成
さ
れ
る
な
か

で
、
認
識
的
な
知
覚
と
自
己
充
足
的
な
行
為
―
―
観
想
お
よ
び
詩
作
―
―
と
が
完
璧
に
釣
り
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
詩
作
の
尊
厳
の
す
べ
て
は
、
か
く
し
て
存
在
論
の
予
備
学
た
り
う
る
点
に
あ
る
。
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歴
史
記
述
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
詩
学
の
叙
述
に
よ
れ
ば
、
歴
史
記
述
は
現
実
の
観
想
と
い
う
領
域
に
進
ん
で
ゆ

く
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
―
―
こ
こ
で『
詩
学
』第
九
章
か
ら
引
用
し
よ
う
―
―「
歴
史
家
は
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
語
り
、

詩
人
は
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
点
に
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。［
…
］
詩
作
は
普
遍
的
な
こ
と
を
語
り
、
歴
史

は
個
別
的
な
こ
と
を
語
る
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
的
な
こ
と
と
は
、ど
の
よ
う
な
人
物
に
と
っ
て
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
り
行
な
っ

た
り
す
る
こ
と
が
、あ
り
そ
う
な
こ
と
、あ
る
い
は
必
然
的
な
こ
と
と
し
て
起
こ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［
…
］」（1451b4–10

）。

と
す
れ
ば
、
歴
史
記
述
の
対
象
と
な
る
個
別
的
な
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
個
別
的
な

こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
た
り
行
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
と
し
て
も

必
然
的
な
こ
と
と
し
て
も
起
こ
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、と
。
個
別
的
な
こ
と
の
在
り
方
は
、い
か
に
「
現
実
の
こ
と
」
で
あ
っ

て
も
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
も
、
平
均
的
な
行
為
規
範
に
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
詩
作
に
お
い
て
直
観
に
も
た
ら
さ
れ
る
存
在
の

現
象
的
現
実
性
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、「
信
じ
が
た
い
が
可
能
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
信
じ
ら
れ
る
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
を

選
ぶ
べ
き
で
あ
る
」（1461b9–10

）。
と
す
れ
ば
逆
に
歴
史
と
は
、
自
己
完
結
し
た
有
機
的
な
姿
を
見
出
せ
な
い
現
実
―
―
そ
こ
で
現

実
化
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
に
は
共
通
の
テ
ロ
ス
も
な
け
れ
ば
、
観
想
可
能
な
形
も
な
い
か
ら
だ
―
―
の
拡
が
る
広
大
な
領
野
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
作
の
対
象
と
な
る
不
可
能
な
こ
と
は
、
存
在
論
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
お
い
て
、
歴
史
の
対
象
と
な

る
現
実
の
こ
と
よ
り
も
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
を
超
え
る
こ
と
で
範
型
的
な
も
の
を
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
歴
史
の
対
象
と
な
る
現
実
の
こ
と
（
史ヒ
ス
ト
ー
リ
ッ
シ
ュ

的
な
こ
と
）
は
、
お
よ
そ
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
ぶ
ん
概
念
的
に

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
記
述
は
、
範
型
に
で
き
な
い
も
の
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
小
さ
す
ぎ
る
か
大
き

す
ぎ
る
か
し
て
直
観
と
認
識
と
を
逃
れ
、
観
想
の
努
力
に
と
っ
て
盲
点
と
な
る
。
し
か
し
歴
史
の
観
想
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、

歴
史
の
領
野
の
測
り
が
た
さ
だ
け
で
は
な
い
。
歴
史
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
が
、
共
通
の
根
拠
や
統
一
的
な
意
味
へ
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と
け
っ
し
て
必
然
的
に
は
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
事
情
も
、
や
は
り
歴
史
の
観
想
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
第
二
三
章
で
こ
う
断
言
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
定
の
時
間
（
時
期
）
の
な
か
で
起
こ
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
出

来
事
の
一
つ
ひ
と
つ
が
相
互
に
関
係
す
る
の
は
、
偶
然
に
よ
る
［ὡ

σ ἔτυχεν

］
の
だ
、
と
。

　
　

�

と
い
う
の
は
、た
と
え
ば
サ
ラ
ミ
ス
で
の
海
戦
と
、シ
ケ
リ
ア
で
の
カ
ル
タ
ゴ
人
と
の
戦
い
と
が
、同
じ
時
期
に
起
こ
っ
た
が
、け
っ

し
て
同
じ
結テ
ロ
ス末
に
向
か
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
連
続
す
る
時
間
の
な
か
で
或
る
出
来
事
が
ほ
か
の
出
来
事

の
あ
と
に
続
い
て
起
こ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
出
来
事
か
ら
ひ
と
つ
の
結
末
が
生
じ
て
こ
な
い
こ
と
は
、
よ
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（1459a24–28

）

　

歴
史
に
お
け
る
い
か
な
る
現
象
も
、
そ
の
拡
が
り
か
ら
し
て
見
渡
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
特
有
な
在
り
方
の
ど
こ
を
み
て
も
、

お
よ
そ
厳
密
な
意
味
で
の
現
象
―
―
す
な
わ
ち
お
の
ず
か
ら
現
わ
れ
て
く
る
出
来
事
―
―
と
な
り
う
る
保
証
は
な
い
。
歴
史
に
お
け

る
現
象
は
、
鋭
敏
な
観
察
者
の
ま
な
ざ
し
さ
え
を
も
逃
れ
う
る
し
、
し
た
が
っ
て
け
っ
し
て
当
の
現
象
そ
れ
自
体
と
し
て
は

0

0

0

0

直
観
に
与

え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
。
史
的
な
現
象
は
、
潜
在
的
に
は
知
覚
で
き
な
い
現
象
と
し
て
、
つ
ね
に
現
象
性
の
限
界
に
位
置
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
史
的
な
出
来
事
は
、
共
通
の
原
理
や
主
導
的
な
目
的
表
象
に
よ
っ
て
結
び
あ
わ
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
史
的
な
出
来
事
は
、
い
ず
れ
も
純
然
た
る
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
る
か
、
あ
る
い
は
意
図
や
目
的

か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て
生
じ
る
―
―
す
な
わ
ち
「
おア
ウ
ト
マ
ト
ン

の
ず
か
ら
、
あ
る
い
は
偶テ
ュ
ケ
ー然
か
ら
〔ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου καὶ τῆς τύχης

〕」

起
こ
る
（1452a6–7

）
―
―
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
的
な
出
来
事
の
な
す
全
体
性
の
体
系
的
で
有
機
的
な
イ
メ
ー

ジ
―
―
も
し
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
な
ら
ば
、
実
体
と
し
て
普
遍
的
な
本
性
に
基
づ
い
て
、
史
的
な
出
来
事
も
見
渡
せ
る
よ
う
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に
な
る
だ
ろ
う
が
―
―
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
歴
史
記
述
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
記
述
か
ら
得
ら
れ
る
の

は
、
連
関
を
欠
い
た
個
々
の
出
来
事
の
集
積
、
そ
れ
も
定
ま
っ
た
形
の
な
い
雑
多
な
集
積
で
し
か
な
い
。
歴
史
は
論
理
の
領
界
内
で
生

じ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
世
界
の
な
り
ゆ
き
は
、
偶
然
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て
無
計
画
に
、
多
種
多
様
な
個
別
性
へ
と

ど
ん
ど
ん
逸
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
い
か
な
る
必
然
性
も
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
世
界
の
な
り
ゆ
き
は
、
観
想
と
普
遍
的
理

解
と
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
出
来
事
と
認
識
と
の
調
和
は
、
詩
作
と
い
う
美
学
的
な
経
験
と
、
哲
学
と
い
う
観
想
的
な
経
験
で
し

か
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
史
的
な
世
界
は
、
ア
ウ
ト
マ
テ
ィ
ア
と
テ
ュ
ケ
ー
（
７
）
に
よ
る
恒
常
的
な
動
揺
に
曝
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
史
的
世
界
に
お
け
る
洞
察
と
行
為
と
の
齟
齬
が
歴
史
記
述
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
歴
史
記
述
が

詩
作
へ
と
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
記
述
の
言
語
と
美
学
的
言
語
の
種
別
的
な
違
い
が
覆
い
隠
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
詩
学
に
即
し
た
文
体
と
な
る
こ
と
を
放
棄
し
た
歴
史
記
述
に
お
い
て
は
、
洞
察
と
行
為
の
齟
齬
が
、
認
識

と
経
験
の
齟
齬
と
し
て
反
復
さ
れ
る
。
史
的
な
出
来
事
の
根
本
的
な
偶
然
性
と
個
別
性
ゆ
え
に
、
史
的
な
出
来
事
か
ら
は
普
遍
的
た
り

う
る
認
識
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
史
的
な
出
来
事
の
尊
厳
は
、
予
測
も
反
復
も
で
き
な
い
点
に
あ
る
。
こ
れ
が

自
然
法
則
と
思
考
の
法
則
を
破
綻
さ
せ
る
。
こ
の
〈
途
方
も
な
い
も
の
〉（
８
）
の
余
地
は
、
美
学
的
に
造
形
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
は

な
い
。
そ
の
よ
う
な
〈
途
方
も
な
い
も
の
〉
の
言
葉
に
よ
る
表
現
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
歴
史
を
記
述
し
た
作
品
や
失
敗

し
た
詩
作
品
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
叙
述
の
有
機
的
一
貫
性
が
、
場
エ
ペ
イ
ソ
デ
ィ
オ
ン
面
〔ἐπεισόδιον

〕
の
断
片
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
―
―
つ
ま

り
本
筋
か
ら
は
ず
れ
た
挿
話
に
走
り
、
必
然
性
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
構
想
さ
れ
た
の
で
な
い
―
―
筋
ミ
ュ
ト
スに
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
て
い
る

（1451b33–35

）。
歴
史
記
述
は
、
挿
エ
ピ
ソ
ー
ド話
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
を
記
述
す
る
言
語
は
、
異
質
物
の
思
わ
ぬ
挿
入
な
い
し
闖
入
を
表

わ
す
言
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ナ
コ
ル
ー
ト
ン
で
あ
っ
て
、
落
涙
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
場
景
に
挿
入
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
も
比

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
言
語
と
認
識
と
が
絶
え
間
な
く
齟
齬
を
き
た
し
続
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
詩
作
と
歴
史
記
述
と
の
区
別
は
、
ほ
か
に
類
の
な
い
ほ
ど
常
套
的
な
ト
ポ
ス
と
し
て
言
及
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
伝
統
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
の
以
前
・
以
後
の
歴
史
記
述
は
、
い
ず

れ
も
歴
史
記
述
を
叙
事
詩
や
悲
劇
に
近
づ
け
る
文
体
原
理
に
基
づ
き
、
選
択
と
配
列
と
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
記
述
対
象
と
な
る
出
来
事
の
偶
然
的
側
面
が
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
だ
け
は
っ
き
り
と
歴
史
記
述
者

な
い
し
年
代
記
作
家
の
政
治
的
お
よ
び
道
徳
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
意
図
が
表
面
化
し
う
る
こ
と
に
も
な
る
。
好シ
ャ
ン
ス機
お
よ
び
偶
然
事
の

女
神
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ナ
や
─
─
テ
ュ
ケ
ー
と
ア
ウ
ト
マ
テ
ィ
ア
の
後
継
者
─
─
の
役
割
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
総
じ
て
歴
史
記
述
も
歴
史
理
論
も
、
自
ら
の
対
象
と
叙
述
様
式
と
の
美
学
化
お
よ
び
目
的
論
化
と
い
う
明
ら
か
に
抗
し
が
た
い
方

向
性
に
従
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
歴
史
記
述
は
、
イ
デ
オ
－
ロ
ギ
ー
化
と
い
う
法
則
に
は
っ
き
り
従
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

こ
れ
を
詩
作
の
法
則
と
し
て
立
て
て
い
た
が
、
た
し
か
に
自
ら
詩
作
の
歴
史
に
ま
で
拡
大
し
て
適
用
し
て
も
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

悲
劇
は
「
そ
れ
自
身
の
本
性
［ἡ αὑτῆς φ

ύσις
］
を
獲
得
し
た
と
き
に
発
展
を
や
め
た
」（1449a;�l.c.�14-16

〔
同
前
、
三
〇
頁
〕）。

歴
史
が
事
象
の
本
質
の
実
現
と
な
り
、
歴
史
記
述
が
当
の
歴
史
の
臨
パ
ル
ー
シ
ア
在
の
ミ
メ
ー
シ
ス
と
な
る
―
―
こ
う
し
た
運
動
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
の
論
考
「
歴
史
家
の
課
題
に
つ
い
て
」（
一
八
二
一
年
）
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
極
ま
る
の
が
見
ら
れ
る
。

　
　

�

歴
史
の
叙
述
は
、
芸
術
的
な
叙
述
と
同
じ
く
、
自
然
の
模
倣
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
叙
述
に
と
っ
て
も
基
礎
と
な
る
の
は
、
真
の

姿
を
認
識
す
る
こ
と
、
必
然
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
、
偶
然
的
な
も
の
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（H
um

boldt�1960;�591

〔
九
六
頁
〕）
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歴
史
記
述
が
「
偶
然
的
な
も
の
を
分
離
す
る
」
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
記
述
は
、
形エ
イ
ド
ス相
な
い
し
理
念
の
必
然
的
な
普
遍

性
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
形
相
な
い
し
理
念
の
「
真
の
姿
」
と
そ
の
認
識
と
が
確
立
さ
れ
る
に
は
、
偶
然
的
な
も
の
が
、
し

た
が
っ
て
人
間
の
行
為
の
実
効
的
な
可
能
性
、
そ
れ
も
存
在
論
化
さ
れ
え
な
い
可
能
性
が
否
認
さ
れ
黙
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
歴
史
が
目
的
論
化
さ
れ
、
イ
デ
オ
－
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
、
美
学
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
出
来
事
の
起
こ
る
空
間
は
、

本
性
的
に
必
然
的
な
も
の
の
領
界
内
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
領
界
内
で
だ
け
、
お
よ
そ
起
こ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
の

諸
形
式
と
が
収
斂
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
歴
史
を
書
く
こ
と
は
〔
詩
学
の
法
則
に
従
っ
て
〕
詩
を
書
く
こ
と
に
な
る
ほ
か
な
い
。

認
識
へ
の
意
図
が
確
か
な
根
拠
を
獲
得
し
、
意
図
的
行
為
だ
け
が
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
と
の
信
念
が
確
固
た
る
も
の
と
な
り
う
る

た
め
に
は
、
歴
史
が
自
然
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
の
歩
み
の
「
真
の
姿
」
に
組
み
込
ま
れ
な
い
す
べ
て
の
も
の
は
、
知
覚

で
き
な
い
無
定
形
な
偶
然
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
形
を
失
い
、
さ
ら
に
は
―
―
有
機
的
な
姿
だ
け
が
よ
く
憶
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
以

上
―
―
忘
却
さ
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
歴
史
の
観
察
は
、
起
こ
っ
た
こ
と
の
範
型
的
な
形
の
な
か
に
、
対
象
の
固
有
な
形
を
再
認
識
し

よ
う
と
す
る
。
そ
れ
で
こ
そ
歴
史
の
観
察
が
根
拠
を
も
ち
、
確
認
さ
れ
、
保
証
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

い
か
な
る
必
然
性
に
も
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
―
―
自
ら
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
過
程
の
構
成
要
素
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

―
―
歴
史
の
細
部
に
沈
潜
す
る
こ
と
は
、
歴
史
の
観
察
に
と
っ
て
、
歴
史
自
身
の
底
な
し
の
深
淵
に
沈
潜
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
歴
史

自
身
の
忘
却
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
が
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
家
は
偶
然
に
眼
を
瞑
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
歴
史
家
自
身
が
偶
然
に
眼
を
眩
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
必
然
性
に
も
認
識
の
必
要
に
も
基
づ
く
こ
と
な

く
最
高
度
に
実
効
的
な
出
来
事
が
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
歴
史
が
現
に
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
は
別
な
経
過
を
辿
っ
て
い
て
も
お
か
し

く
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
歴
史
を
記
述
し
よ
う
と
い
う
企
図
が
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
当
の

企
図
そ
れ
自
体
が
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
も
し
ギ
リ
シ
ア
人
が
紀
元
前
四
九
〇
年
に
マ
ラ
ト
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ン
で
ペ
ル
シ
ア
人
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
い
た
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
―
―
文
学
の
歴
史
も
含
め
て
―
―
別
な
姿
と
な
っ
て
い
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
も
し
ゲ
ー
テ
が
事
故
に
よ
っ
て
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
リ
リ
ー
・
シ
ェ
ー
ネ
マ
ン
と
ア
メ
リ
カ
に

移
住
し
て
い
た
ら
、
ド
イ
ツ
文
学
は
別
な
相
貌
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
一
九
三
八
年
に
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
す
る
暗
殺
が
実

行
さ
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
倒
さ
れ
て
い
た
ら
、
た
と
え
ば
戦
後
の
ド
イ
ツ
文
学
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ

れ
自
身
が
現
に
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
生
活
世
界
の
生
成
を
、
歴
史
と
い
う
媒
体

の
な
か
で
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
―
―
こ
の
よ
う
な
命
題
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
そ
う
も
な
い
話
で
あ
る
。
か
つ
て
実
在
し
た
こ
と

を
ほ
ぼ
確
実
に
推
定
で
き
る
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
の
九
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
考
え
て
み
る
と
よ
い
（Strasburger�1977

）。
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
十
八
の
対
話
篇
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
を
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
二
千
年
以
上
も
の
あ
い
だ
文
献
学
者
た
ち
は
、現
存
す
る
『
詩
学
』
第
一
部
だ
け
を
参
照
し
て
、

文
学
と
歴
史
と
の
区
別
を
云
々
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
可
能
性
そ
れ
自
体
が
、
端
的
に
あ
り
そ
う
も
な
い
話

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
に
つ
い
て
仮
説
的
で
憶
測
的
な
考
え
を
巡
ら
せ
た
と
こ
ろ
で
た
し
か
に
馬
鹿
げ
て
い
る
し
、
無
意
味
と
思

わ
れ
て
も
当
然
で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
失
わ
れ
て
い
な
い
無
傷
な
意
味
―
―
美
学
的
な
歴
史
記
述
お
よ
び
歴
史
理
論
に
よ
っ
て

演
出
さ
れ
て
い
る
―
―
の
現
前
な
ど
仮
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
仮
説
的
で
憶
測
的
な
考
え
が
証
示
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的
か
つ
哲
学
的
な
認
識
は
、
事
実
と
な
っ
た
も
の
ご
と
を
概
念
的
に
捉
え
る
力
を
も
ち
、
つ
ね
に
遅

れ
て
や
っ
て
来
る
が
、
そ
れ
は
、
す
で
に
古
く
な
っ
た
生
の
姿
を
若
返
ら
せ
、
変
容
さ
せ
、
考
え
直
す
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
く
主
張
す
る
の
は
、
考
え
ら
れ
た
こ
と
と
起
こ
っ
た
こ
と
と
の
一
致
を
保
証
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
認
識
が
つ
ね
に
行
為
に
遅
れ
て
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
認
識
と
行
為
と
が
一
致
す
る
以
上
―
―

お
よ
そ
認
識
は
当
の
認
識
自
身
に
遅
れ
て
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
事
象
に
か
か
わ
る
認
識
が
存
在
し
う
る
と
す
れ
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ば
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
史
的
行
為
の
な
か
で
活
動
存
在
論
的
に
自
ら
に
固
有
な
実
体
を
捉
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
つ
ね
に
遅
れ
て
い
る
た
め
に
認
識
と
対
象
は
乖
離
し
、
認
識
か
ら
は
正
し
さ
が
剥
奪
さ
れ
、
行
為
か
ら
は
論
理
を
要
求
す
る

権
利
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
。
お
よ
そ
歴
史
記
述
は
、
意
図
さ
れ
ざ
る
出
来
事
、
い
か
な
る
機
能
も
も
た
な
い
出
来
事
、
し
た
が
っ
て

観
想
し
え
な
い
出
来
事
の
無
定
形
さ
に
対
す
る
予
防
措
置
で
あ
る
か
ぎ
り
、
歴
史
の
事
後
的
な
イ
デ
オ
－
ロ
ギ
ー
化
、
自
ら
に
固
有
な

形
式
の
事
ポ
ス
ト・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム

後
的
な
法
則
付
与
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
極
端
な
形
で
の
決
定
論
的
な
歴
史
記
述
だ
け
で
な
く
、
比
較
的
穏
健
な
形
で
過
程
を
描
こ
う
と
す
る
歴
史
記

述
に
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
ま
る
。
た
と
え
ば
社
会
史
、
機
能
史
、
形
態
史
、
作
用
影
響
史
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
記
述
の

一
切
に
お
い
て
、
目
的
論
的
な
い
し
起
源
論
的
な
―
―
あ
る
い
は
最
悪
の
場
合
に
は
因
果
論
的
な
―
―
諸
表
象
が
作
動
し
て
お
り
、
歴

史
的
な
―
―
か
つ
文
学
的
で
も
あ
る
―
―
出
来
事
の
偶
然
性
と
い
う
脅
威
に
抵
抗
し
、
も
っ
て
認
識
と
出
来
事
と
の
整コ
ヘ
レ
ン
ツ

合
性
を
、
い
や

そ
れ
ど
こ
ろ
か
認
識
へ
の
出
来
事
の
内イ
ン
ヘ
レ
ン
ツ

属
性
を
も
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
文
学
の
歴
史
も
含
む
こ
の
よ
う
な
過
程
表
象
を
、
統
整

的
な
虚
構
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
歴
史
の
認
識
お
よ
び
知
的
な
享
受
の
可
能
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る

の
だ
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
も
や
は
り
思
い
起
こ
す
べ
き
は
、
文
学
的
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
身
が
、
自
ら
の
認
識

を
律
し
て
い
る
虚
構
的
な
規
則
を
あ
か
ら
さ
ま
に
虚
構
的
な
も
の
と
し
て

0

0

0

露
見
さ
せ
、
も
っ
て
侵
犯
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
落
涙

す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
場
面
と
同
じ
こ
と
が
、ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
オ
ー
デ
「
涙
」
で
も
別
な
仕
方
で
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
、

歴
史
と
な
っ
た
世
界
、
す
な
わ
ち
「
驚
異
の
世
界
」
と
し
て
観
想
の
対
象
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
世
界
へ
の
呼
び
か
け
と
、
現
象
と
し
て

の
そ
の
よ
う
な
世
界
の
美
学
的
な
形
式
の
措
定
作
用
と
が
崩
壊
さ
せ
ら
れ
る
。

　
　

�

天
上
な
る
愛
よ
！　

情
細
や
か
な
る
愛
よ
！　

た
と
え
わ
た
し
が　

汝
を
／
忘
れ
よ
う
と
も
、
た
と
え
わ
た
し
が　

あ
あ
、
そ
の



文
学
的
出
来
事
の
歴
史
と
現
象
的
出
来
事
の
歴
史
と
の
い
く
つ
か
の
違
い
に
つ
い
て

193

運
命
に
殉
じ
た
／
そ
の
灼
熱
の
、
す
べ
て
が
灰
燼
に
帰
し
／
荒
廃
し　

さ
な
き
だ
に
孤
独
の
う
ち
な
る
／
そ
の
愛
す
べ
き
島
々
、

驚
異
の
世
界
の
眼
よ
！�

（H
ölderlin�1951:�58

〔
六
四
頁
〕）

　

歴
史
的
な
世
界
を
現
象
化
す
る
呼
び
か
け
が
、
第
二
の
「
た
と
え
わ
た
し
が
」
の
直
後
に
崩
壊
し
て
、
ア
ナ
コ
ル
ー
ト
ン
と
な
る
。

こ
の
ア
ナ
コ
ル
ー
ト
ン
に
お
い
て
、
つ
ま
り
崩
壊
に
よ
っ
て
姿
を
歪
め
ら
れ
て
、
こ
の
詩
作
品
そ
れ
自
身
が
語
り
始
め
る
。
語
り
の
中

断
―
―
こ
れ
こ
そ
当
の
テ
ク
ス
ト
が
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い
た
忘
却
な
の
だ
が
―
―
に
お
い
て
こ
の
詩
作
品
は
、
自
ら
の
認
識
の
成
果

を
取
り
消
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
さ
ら
な
る
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
作
品
が
な
お
も
語
り
続
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
歴
史

の
荒
廃
を
観
想
に
即
し
た
美
的
直
観
の
対
象
に
し
う
る
と
信
じ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
自
身
の
観
想
力
か
ら
残
っ
た
も
の

0

0

0

0

0

を

―
―
た
と
え
認
識
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
―
―
失
わ
な
い
よ
う
見
守
る
た
め
で
あ
る
。「
そ
の
柔
ら
か
き
涙

よ　

そ
れ
で
も
わ
た
し
の
眼
の
光
を
／
す
っ
か
り
消
し
去
り
は
し
な
い
で
く
れ
［
…
］」（l.c.

〔
同
前
〕）。
こ
れ
と
同
じ
く
、
お
よ
そ

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
美
学
的
形
相
が
崩
壊
し
、
認
識
主
体
が
非
実
体
的
な
断
片
と
し
て
だ
け
語
り
始
め
る
そ
の
と
き
に
、
現
象
性
と
論

理
と
の
領
域
の
た
だ
な
か
に
〈
中
間
休
止
〉
が
開
か
れ
る
。
こ
の
中
間
休
止
〔Zäsur

〕
は
、
も
は
や
い
か
な
る
必
然
性
・
有
機
的
全

体
性
・
意
図
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　

歴
史
―
―
す
な
わ
ち
美
学
化
さ
れ
た
歴
史
―
―
は
、
文
学
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
中
断
す
る
。
文
学
的
テ
ク
ス
ト
は
、
自
ら
の
語
り

の
形
式
と
自
ら
の
前
史
へ
の
関
係
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
露
見
さ
せ
、
ま
さ
に
そ
の
な
か
で
自
ら
の
歴
史
性
を

は
っ
き
り
と
言
い
表
わ
す
。
そ
の
と
き
文
学
的
テ
ク
ス
ト
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
当
の
テ
ク
ス
ト
が
別
な
在
り
方
を
す
る
こ
と
が
で
き

た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
―
―
ほ
と
ん
ど
場
合
こ
の
こ
と
だ
け
―

―
で
あ
る
。
一
つ
ひ
と
つ
の
文
学
テ
ク
ス
ト
の
い
ず
れ
も
が
、現
存
す
る
も
の
の
実
定
性
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
現
実
の
審
級
で
あ
り
、
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必
然
的
な
も
の
の
理
念
性
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
可
能
性
の
侵
入
地
点
で
あ
る
。
文
学
史
の
記
述
は
、
過
程
、
全
体
性
、
意
味
と
い
っ

た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
主
導
さ
れ
て
行
な
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
詩
作
に
割
り
当
て
て
い
た
美
学
的
形
式
に
き
わ
め
て
近
い

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
美
学
的
全
体
性
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
認
識
と
い
う
相
関
物
と
を
ま
さ
に
崩
壊
さ
せ
る
文
学
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
歴
史
に
固
有
な
も
の
と
し
て
い
た
挿
話
の
異
質
性
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
文
学
に
お
い
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
齟
齬
の
運
動
を
歴
史
記
述
に
お
い
て
統
御
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
し
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
忘
却
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
特
定
の
領
界
内
に
お
い
て
は
不
可
避
で
も
あ
る
。
し
か
し
統
御
さ
れ
た
文
学
は
も
は
や
文
学
で
は
な
い
。
文
学
の
さ
ま

ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
に
言
い
表
わ
さ
れ
る
歴
史
性
を
ま
と
め
あ
げ
る
歴
史
な
ど
存
在
し
な
い
。
文
学
と
は
、
文
学
史
の
記
述
が
不
可
能
で

あ
る
こ
と
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
学
を
知
ら
な
い
者
は
、
審エ
ス
テ
ー
ト

美
家
か
史
的
文
書
を
扱
う
官
僚
的
管
理
者
か
に
な
る
ほ
か
な
い
。

文
学
が
侵
入
地
点
だ
と
す
れ
ば
、
文
学
に
相
応
じ
よ
う
と
す
る
一
切
の
文
学
研
究
は
、
自
ら
も
歴
史
記
述
の
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
―
―

「
機
能
」「
発
展
」「
主
体
」
等
々
―
―
に
と
っ
て
の
侵
入
地
点
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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的
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
本
稿
の
議

論
に
お
い
て
（
漠
然
と
こ
の
語
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
に
い
わ
れ
る
詩
作
の

形
式
を
満
た
す
も
の
が�ästhetisch�

と
呼
ば
れ
て
い
る
以
上
、
結
果
的
に
は
、
今
日
「
詩
的
」「
芸
術
的
」「
美
学
的
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
と
も
一
致
す
る
。
よ
り
厳
密
に
は
本
稿
で
は
、
現
象
と
し
て
の
調
和
・
安
定
を
形
成
す
る
認
識
論
的
・
存
在
論
的
な
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イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
産
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
─
─
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
師
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
用
語
法
と
も
一
致
し
て
─
─

ästhetisch�

や�ästhetisieren�

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、ästhetisch�

で
あ
る
と
は
、文
字
通
り
に
は
「
感
性
的
」
に
「
現
象
」

す
る
（
た
と
え
ば
「
可
視
的
」
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
、「
知
覚
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
採
り
あ
げ
ら
れ
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス『
詩
学
』で
は
、こ
の
点
が
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。つ
ま
り
、語
源
と
な
る
名
詞�aísthesis

（αἴσθησις

）�

は「
知
覚
」

「
感
覚
」
を
意
味
し
、�

形
容
詞�aisthetós

（αἰσθητός

）�

は
「
知
覚
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
、
逆
に�anaísthetos�( ἀναίσθητος)�

は
「
知
覚
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、「
美
学
」
と
い
う
学
問
分
野
が
成
立
し
た
の
は
一
八
世
紀
以
降
で
あ
り
、

す
べ
て
の
場
合
に
こ
の
訳
語
で
統
一
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
明
ら
か
に
後
者
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
訳
語
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
形
容
詞�anästhetisch�

に
は
、「
知
覚
で
き
な
い
」
と
の
文
字
通
り
の
訳
語
を
充
て
た
。

（
４
）�

以
下
、
シ
ャ
ー
デ
ヴ
ァ
ル
ト
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
、
松
平
千
秋
に
よ
る
日
本
語
訳
を
参
考
に
し
つ
つ
、
ロ
ー
ブ
版
の
ギ
リ
シ

ア
語
テ
ク
ス
ト
か
ら
訳
出
し
た
試
訳
を
掲
げ
る
（H

om
er,�O

dyssey,�2�V
ols.,�w

ith�an�English�translation�by�A
.�T

.�
M

urray,�Cam
bridge,�M

A
.:�H

arvard�U
niversity�Press,�1919

）。
シ
ャ
ー
デ
ヴ
ァ
ル
ト
／
松
平
の
訳
は
い
ず
れ
も「
散
文
」

訳
だ
が
、
以
下
で
は
、
お
お
む
ね
行
の
区
切
り
に
当
た
る
箇
所
に
ス
ラ
ッ
シ
ュ
を
挿
入
し
て
お
く
。

（
５
）�

以
下
、
フ
ー
ア
マ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
、
松
本
・
岡
に
よ
る
日
本
語
訳
を
参
考
に
し
つ
つ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
の
ギ
リ
シ

ア
語
テ
ク
ス
ト
か
ら
訳
出
し
た
試
訳
を
掲
げ
る
（A

ristotle,�D
e A

rte Poetica,�edited�by�R.�K
assel,�O

xford:�Clarendon�
Press,�1966

）。

（
６
）�『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
３
─
─
自
然
学
』
出
隆
・
岩
崎
允
胤
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
七
五
頁
。

（
７
）�「
ア
ウ
ト
マ
テ
ィ
ア
」「
テ
ュ
ケ
ー
」
は
、
も
ち
ろ
ん
数
行
前
の
引
用
に
み
ら
れ
る
「
ア
ウ
ト
マ
ト
ン
」「
テ
ュ
ケ
ー
」
を
受
け
て

い
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、こ
こ
で
は
い
ず
れ
も
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
女
神
の
名
で
あ
る
。「
ア
ウ
ト
マ
テ
ィ
ア
」は
好
機
の
女
神
で
、
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「
テ
ュ
ケ
ー
」
は
「「
運
」
を
擬
人
化
し
た
女
神
。
僥
倖
や
偶
然
の
機
会
を
も
た
ら
す
」（
松
原
國
師
『
西
洋
古
典
学
事
典
』
京
都

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
八
一
三
頁
（「
テ
ュ
ケ
ー
」
の
項
））。
次
の
段
落
に
い
わ
れ
る
「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ナ
」
は
ロ
ー
マ

に
お
け
る
女
神
で
、「
元
来
は
豊
穣
多
産
を
も
た
ら
す
者
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
の
ち
ギ
リ
シ
ア
の
運
命
の
女
神
テ
ュ
ケ
ー
と

同
一
視
さ
れ
た
」（
同
前
、
一
〇
二
五
頁
（「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ー
ナ
」
の
項
））。

（
８
）�

印
刷
さ
れ
て
い
る
語
句
は�theinón�

だ
が
、著
者
に
確
認
し
た
う
え
で�deinón

（δεινόν,�Furchtbares,�1453b,�30-32

）と
読
む
。

こ
の
言
葉
を
「
途
方
も
な
い
（ungeheuer

）」
と
ド
イ
ツ
語
訳
し
た
の
は
、ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
で
あ
る
（
ソ
ポ
ク
レ
ス
『
ア
ン
テ
ィ

ゴ
ネ
ー
』
第
三
三
二
行
）。
ま
た
関
連
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
形
而
上
学
入
門
』
で
は
「
不
気
味
な
（unheim

lich

）」
と
訳

さ
れ
て
い
る
（M

artin�H
eidegger,�E

inführung in die M
etaphysik,�Gesam

tausgabe,�Band�40,�hrsg.�von�Petra�
Jaeger,�Frankfurt�am

�M
ain:�V

ittorio�K
losterm

ann�1983,�S.�158f.

〔
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
形
而
上
学
入
門
』

川
原
栄
峰
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
四
年
、
二
四
四
頁
以
下
〕）。
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解
題

　

こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
の
は
、W

erner�H
am

acher,�»Ü
ber�einige�U

nterschiede�zw
ischen�der�Geschichte�literarischer�

und�der�Geschichte�phänom
enaler�Ereignisse«�in:�A

kten des V
II. Internationalen G

erm
anisten-K

ongresses 
G

öttingen 1985,�herausgegeben�von�A
lbrecht�Schöne,�Band�II:�H

istorische�und�aktuelle�K
onzepte�der�

Literaturgeschichtsschreibung,�T
übingen:�N

iem
eyer�1986,�S.�5-15.�

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
二
年
に
レ
ク
ラ
ム
文
庫

で
刊
行
さ
れ
た
文
学
史
論
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
な
か
の
一
篇
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
入
手
し
や
す
い

だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
書
誌
は
次
の
通
り
。T

exte zur T
heorie und D

idaktik der Literaturgeschichte,�herausgegeben�von�
M

arja�Rauch�und�A
chim

�Geisenhanslüke.�Stuttgart:�Reclam
�2012,�S.�163-182.

　

著
者
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
現
在
、
ヨ
ハ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ー
テ
大
学
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
）
名
誉
教
授
。

氏
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
第
八
、九
号
で
別
の
論
文
を
訳
出
し
た
さ
い
に
簡
単
に
紹
介
し
て
お
り
、
関
心
の
あ
る
方
は
そ

ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
最
近
の
日
本
語
訳
と
し
て
、
次
の
も
の
が
出
た
こ
と
の
み
喚
起
し
て
お
き
た
い
。

　
「
文
献
学
に
つ
い
て
の
95
の
テ
ー
ゼ
」
大
塚
良
貴
訳
、『
現
代
思
想
』
二
〇
一
五
年
一
一
月
号
、
一
九
〇
─
二
一
三
頁
。

　

本
論
考
で
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
企
て
て
い
る
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
歴
史
の
記
述
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ど
の
よ
う
に
あ
る

べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
鋭
く
問
わ
れ
る
文
学
（
研
究
）
の
課
題
と
し
て
再
考
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
そ

の
要
点
を
、
訳
者
な
り
に
た
ど
り
直
し
て
み
た
い
。
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ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
概
念
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
議
論
を
始
め
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
と
は
、
い
わ
ば

従
来
の
歴
史
叙
述
の
方
法
に
つ
い
て
最
も
徹
底
し
た
論
理
を
提
出
し
た
哲
学
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
過
去
の
出
来
事
を
傍
観
者

の
よ
う
に
認
識
し
記
述
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
（
そ
れ
だ
け
で
は
み
ず
か
ら
が
世
界
の
外
に
い
る
か
の
よ
う
な
欺
瞞
に
陥
る
だ
ろ
う
）、

ま
さ
に
歴
史
の
叙
述
自
身
が
当
の
歴
史
の
一
部
と
し
て
そ
の
歴
史
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
引
き
受
け
、
も
っ
て
そ
の
完
遂
に
よ
っ
て
当

の
歴
史
の
認
識
と
実
践
を
合
一
的
に
達
成
す
る
こ
と
こ
そ
が
歴
史
の
最
終
的
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
歴
史
の
認
識
と
実
行
を
最
終
的
に
収
斂
さ
せ
、
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
総
合
す
る
こ
と
、
こ
の
企
て
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

歴
史
概
念
の
核
心
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
叙
述
は
ひ
と
つ
の
目
的
論
と
い
う
形
を
と
っ
て
そ
の
完
成
を
目
指
す
が
、
逆
説
的
な
の
は
、
そ
の
完
成
が
そ
の
終
わ

り
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
歴
史
の
成
就
は
と
り
も
な
お
さ
ず
歴
史
そ
の
も
の
の
終
了
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
従

来
の
歴
史
学
、
と
り
わ
け
文
学
史
研
究
─
─
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
受
容
美
学
で
知
ら
れ
る
文
学
理
論
家
ハ
ン
ス
・
ロ
ー
ベ
ル
ト
・
ヤ
ウ
ス

（H
ans�Robert�Jauß,�1921–97

）
の
名
を
出
し
て
い
る
─
─
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
あ
る
種
の
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
目
的
論
を
そ
の
歴
史

概
念
の
下
敷
き
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
招
く
は
ず
の
逆
説
を
充
分
に
引
き
受
け
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
歴
史
叙
述
の
議
論
を
文
学
史
の
問
い
へ
と
い
っ
そ
う
尖
鋭
化
さ
せ
て
提
起

す
る
の
は
、
ま
さ
に
歴
史
概
念
の
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
操
作
が
、
ひ
と
つ
の
「
美
学
化
」
─
─
形
相
（
エ
イ
ド
ス
）
論
理
に
し
た
が
っ

た
感
性
化
─
─
と
し
て
厳
密
な
意
味
で
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
働
き
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
視
し
た
い
が
た
め
で
あ
る
。

　

ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
、
そ
こ
で
ま
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
叙
事
詩
の
例
─
─
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
八
歌
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
落
涙
す

る
一
節
─
─
を
引
き
合
い
に
出
し
、
こ
れ
を
文
学
な
い
し
歴
史
叙
述
の
原
光
景
と
も
い
う
べ
き
一
場
面
と
し
て
読
解
し
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
み
て
と
ら
れ
る
の
は
、
言
語
に
お
け
る
知
覚
と
意
味
の
齟
齬
、
な
い
し
現
象
と
実
体
の
齟
齬
─
─
ア
ナ
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コ
ル
ー
ト
ン
（
破
格
表
現
）
の
表
出
─
─
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
読
解
は
、
当
の
テ
ク
ス
ト
が
ひ
と
つ
の
文
学
と
み
な

さ
れ
る
か
ぎ
り
で
問
題
含
み
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
第
九
章
は
、
詩
作
と
歴
史
叙
述
を
対
比
し
て
い
る
。
詩
作
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
複
雑
で
偶
然
的
な
出
来
事
を
、
観
察
・
観
想
で
き
る
よ
う
に
直
観
の
対
象
に
す
る
と
い
う
形
相
化
の
論
理
に
そ
の
存
在
論
的

な
働
き
が
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
詩
作
は
、
当
の
個
別
的
な
現
実
に
普
遍
的
な
形
式
を
法
則
と
し
て
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

対
し
て
歴
史
叙
述
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
の
叙
述
と
し
て
個
別
的
な
対
象
や
事
象
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
普
遍

性
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
歴
史
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
出
来
事
の
叙
述
は
、
明
証
的
な
現
象
性
や
原
理
原
則
か
ら

逃
れ
て
し
ま
い
、
結
局
の
と
こ
ろ
純
然
た
る
偶
然
の
連
な
り
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
の
叙
述
は
、
ど
こ
ま
で
も
普
遍
的
な
認
識
へ
と

高
ま
る
こ
と
が
な
く
、
当
の
出
来
事
の
経
験
と
の
齟
齬
に
と
ら
わ
れ
続
け
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
そ
う
し
た
齟
齬
が
露
呈
す
る
と
い
う

意
味
で
は
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
八
歌
を
め
ぐ
る
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
読
解
は
、
当
の
一
節
を
文
学
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
叙
述

と
し
て
こ
そ
解
釈
し
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
後
世
の
哲
学
者
や
理
論
家
た
ち
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
詩
作
と
歴
史
叙
述
と
の
対
比
に
甘
ん
ず
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
へ
と
い
た
る
伝
統
と
そ
の
影
響
下
で
生
じ
た
の
は
、
こ
う
し
た
歴
史
叙
述
を
不

完
全
な
も
の
と
み
な
し
、
む
し
ろ
詩
作
の
法
則
や
美
学
的
原
理
に
即
し
て
あ
り
う
べ
き
偶
然
性
や
個
別
性
を
捨
象
し
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
記
述
の
全
体
を
目
的
論
化
す
る
と
い
う
傾
向
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
一
節
を
引
い
て
例
証
し
て

い
る
よ
う
に
、
歴
史
家
は
、
過
去
の
現
実
の
細
部
に
沈
潜
し
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
当
の
現
実
が
観
察
・
観
想
可
能
に
な
る
よ
う
に
そ
の

全
体
性
や
必
然
性
を
見
極
め
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
「
真
の
姿
を
認
識
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
歴
史
叙
述
の
概
念
は
、
近
代
以
後
、
詩
作
の
法
則
や
形
相
の
論
理
に
即
し
て
「
現
実
」
を
知
覚
し
う
る
も
の
へ
と
現
象
化

さ
せ
る
と
い
う
観
想
的
・
理
論
的
操
作
へ
と
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
操
作
は
、
語
の
厳
密
な

意
味
で
「
美
学
化
」
な
い
し
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
」
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
相
美
学
（Eidesthetik

）

に
基
づ
く
歴
史
概
念
は
し
か
し
、
本
当
に
歴
史
を
叙
述
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？�

知
覚
・
観
察
し
え
な
い
も
の
を
捨
象
し
、

受
容
可
能
で
予
期
可
能
な
認
識
の
領
界
を
設
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
か
じ
め
偶
然
性
を
排
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
来

の
意
味
で
の
出
来
事
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
正
し
く
見
て
い
た
よ
う
に
、
そ

の
よ
う
な
操
作
に
よ
る
歴
史
の
実
現
は
、
ま
さ
に
歴
史
の
終
わ
り
、
要
す
る
に
、
歴
史
の
非
歴
史
化

0

0

0

0

0

0

0

を
施
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
興
味
深
い
仕
方
で
「
も
し
ギ
リ
シ
ア
人
が
紀
元
前
四
九
〇
年
に
マ
ラ
ト
ン
で
ペ
ル
シ
ア
人
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
い

た
ら
…
…
」、
あ
る
い
は
「
も
し
ゲ
ー
テ
が
事
故
に
よ
っ
て
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
た
ら
…
…
」、「
も
し
一
九
三
八
年
に
ヒ
ト
ラ
ー

に
対
す
る
暗
殺
が
実
行
さ
れ
て
い
た
ら
…
…
」
と
い
っ
た
仮
定
、
さ
ら
に
は
「
か
つ
て
実
在
し
た
こ
と
を
ほ
ぼ
確
実
に
推
定
で
き
る
ギ

リ
シ
ア
の
歴
史
家
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
の
九
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
や
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

よ
る
十
八
の
対
話
篇
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
」
を
喚
起
し
、
歴
史
的
出
来
事
が
そ
の
よ
う
な
偶
然
に
影
響
さ
れ
え
な
い

は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

ヘ
ー
ゲ
ル
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
た
ん
な
る
経
験
的
な
偶
然
事
に
す
ぎ
ず
、
歴
史
哲
学
が
乗
り
越
え
る
べ
き
偽

の
問
題
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
浮
き
彫
り
に

さ
れ
る
の
は
、
た
ん
に
歴
史
叙
述
の
有
限
性
や
不
完
全
さ
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
歴
史
上
の
出
来
事
に
は
、
美
学
化
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

化
、
な
ん
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
、
い
か
な
る
理
論
的
操
作
に
よ
っ
て
も
汲
み
尽
く
さ
れ
え
な
い
構
造
的
に
還
元
不
可
能
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
残
り
の
も
の
」
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が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

逆
説
的
な
こ
と
に
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
こ
そ
、
文
学
で
あ
り
、
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
（
美
学
化
に
基
づ
く
「
現
象
的
出
来
事
」

と
対
立
さ
せ
て
）「
文
学
的
出
来
事
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
逆
説
的
だ
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
芸
術
や
文
学
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
詩
学
以
来
の
伝
統
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
詩
作
の
原
則
や
形
相
の
論
理
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
だ
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
文
学
こ
そ
は
、
長
い
あ
い
だ
詩
学
や
美
学
の
原
理
が
法
則
を
付
与
し
、
そ
の
理
念
的
な
条
件
を
確
立
す
る

こ
と
で
馴
致
し
よ
う
と
し
て
は
失
敗
し
続
け
て
き
た
当
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
は
結
論
部
に
お
い
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
頌
詩
「
涙
」
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
で
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
文
学
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
放
棄
し
て
、
歴
史
的
現
実
の
偶
然
性
に
居
直
る
と
い
っ
た
経
験
的
事
象
の
次

元
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
詩
の
一
節
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
べ
き
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
、
歴
史
叙
述
を
司
っ
て

い
る
出
来
事
の
現
象
化
を
受
け
止
め
る
と
と
も
に
そ
の
内
在
的
な
批
判
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
み

ず
か
ら
の
語
り
の
呈
示
に
お
い
て
そ
の
原
則
が
中
断
し
自
壊
す
る
と
い
う
〈
中
間
休
止
〉
の
瞬
間
を
記
し
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
そ
の
中
断
の
瞬
間
に
垣
間
見
ら
れ
る
、
現
象
性
や
美
的
全
体
性
に
回
収
さ
れ
え
な
い
「
残
り
の
も
の
」
─
─
そ
の
証
言
を

も
た
ら
す
こ
と
こ
そ
は
、
文
学
の
歴
史
的
使
命
な
の
だ
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
翻
っ
て
、
先
に
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
が
読
解
を
試

み
て
い
た
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
八
歌
の
一
幕
は
、
こ
の
意
味
で
す
ぐ
れ
て
文
学
的
な
出
来
事
を
呈
示
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

以
上
、
ざ
っ
と
本
論
の
要
点
を
再
構
成
し
て
み
た
。
本
論
考
は
、
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
の
重
厚
長
大
な
他
の
テ
ク
ス
ト
に
比
し
て
、
い
く

ぶ
ん
図
式
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
模
範
的
・
啓
蒙
的
と
も
い
え
る
明
快
さ
と
、
原
点
に
立
ち
返
る
根
本
的
な
身
ぶ
り
に
お
い
て
、
文
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学
が
担
う
べ
き
歴
史
叙
述
の
課
題
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
と
り
わ
け
、
文
学
研
究
の
諸
概
念
を
伝
統
的

に
規
定
し
て
き
た
詩
学
や
美
学
の
原
理
が
実
の
と
こ
ろ
、
文
学
の
み
な
ら
ず
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
を
支
配
す
る
射
程
に
お
い
て
理
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
ま
さ
に
そ
う
し
た
支
配
の
場
の
た
だ
な
か
で
文
学
自
身
が
そ
う
し
た
「
歴
史
の
非
歴

史
化
」
に
抵
抗
す
る
試
み
を
な
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
こ
う
し
た
論
点
は
、
た
ん
に
文
学
史
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
家
の
問
題

と
し
て
も
─
─
た
と
え
ば
、
ト
ラ
ウ
マ
的
記
憶
を
め
ぐ
る
表
象
不
可
能
な
も
の
の
証
言
の
問
い
や
、
そ
う
し
た
こ
と
が
提
起
す
る
芸
術

や
批
評
の
課
題
な
ど
─
─
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

最
後
に
も
う
一
点
、
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
訳
者
（
宮
﨑
）
の
関
心
の
も
と
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
論
に
は
、
明
示
的
な

言
及
は
な
い
も
の
の
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
（Paul�de�M

an,�1918–1983

）
の
仕
事
へ
の
反
響
が
は
っ
き
り
と
聴
き
取
れ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
ま
ず
も
っ
て
本
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
と
と
も
に
重
要
な
操
作
概
念
と
な
っ
て
い
る「
美
学
化（Ä

sthetisierung

）」は
、

ド
・
マ
ン
が
晩
年
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
の
用
語
法
に
興
味
深
い
仕
方
で
合
致
し
て
い
る
（
他
に
は
「
現

象
性
（Phänom

enalität

）」
や
「
齟
齬
・
乖
離
（D

issoziation

）」
と
い
っ
た
用
語
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
）。

　

そ
も
そ
も
本
論
が
取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
な
、
文
学
史
研
究
に
対
す
る
批
判
的
な
視
角
は
、
ド
・
マ
ン
の
仕
事
に
よ
っ
て
す
で
に
提

示
さ
れ
て
お
り
、
晩
年
の
ド
・
マ
ン
と
ヤ
ウ
ス
の
あ
い
だ
に
重
要
な
批
判
的
な
や
り
と
り
─
─
と
は
い
え
敵
対
的
な
論
争
で
は
な
い
─

─
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
本
論
の
背
景
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
論
が
発
表
さ
れ
た
の
は
ド
・
マ
ン
の

死
後
二
年
余
り
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
ド
・
マ
ン
へ
の
な
に
が
し
か
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
実
際
、

晩
年
の
ド
・
マ
ン
が
着
手
し
て
い
な
が
ら
そ
の
死
に
よ
っ
て
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
課
題
と
し
て
、
歴
史
的
唯
物
論
の
問
い
が
あ

り
、本
論
は
そ
の
前
提
を
ハ
ー
マ
ッ
ハ
ー
な
り
に
素
描
し
た
も
の
だ
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
今
後
の
議
論
の
参
考
の
た
め
に
、

ド
・
マ
ン
の
い
く
つ
か
の
関
連
テ
ク
ス
ト
を
指
示
し
て
結
び
に
代
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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・
文
学
史
の
問
題
に
関
し
て

　

Paul�de�M
an,�

“Literary�H
istory�and�Literary�M

odernity

”�in�Blindness and Insight: E
ssays in the R

hetoric of 
Contem

porary Criticism
,�O

xford�U
niversity�Press,�1971;�Second�edition,�revised,�U

niversity�of�M
innesota�

Press,�1983,�Chap.�V
III

／
「
文
学
史
と
文
学
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」『
盲
目
と
洞
察
』
宮
﨑
裕
助
・
木
内
久
美
子
訳
、
月
曜
社
、

二
〇
一
三
年
、
第
八
章
。

・
Ｈ
・
Ｒ
・
ヤ
ウ
ス
と
の
や
り
と
り

　

Paul�de�M
an,�

“Introduction
”�in�T

ow
ard an A

esthetic of R
eception,�by�H

ans�Robert�Jauss,�U
niversity�of�

M
innesota�Press,�1982,�pp.�vii-xxv;�Reprinted�as�

“Reading�and�H
istory

”�in�T
he R

esistance to T
heory,�by�Paul�

de�M
an,�U

niversity�of�M
innesota�Press,�1986,�pp.�54-72

／
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
理
論
へ
の
抵
抗
』
大
河
内
昌
・
富
山

太
佳
夫
訳
、
国
文
社
、
一
九
九
六
年
、
一
一
七
─
一
五
一
頁
。

　

H
ans�Robert�Jauss,�

“Response�to�Paul�de�M
an,

”�in�R
eading de M

an R
eading,�edited�by�Lindsey�W

aters�and�
W

lad�Godzich,�U
niversity�of�M

innesota�Press,�1989,�pp.�202-208.�

・
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
し
て
（
歴
史
の
問
い
に
つ
い
て
は
と
く
に
次
の
章
を
参
照
）

　

Paul�de�M
an,�

“Kant�and�Schiller

”�in�A
esthetic Ideology,�ed.�A

ndrzej�W
arm

inski,�U
niversity�of�M

innesota�Press,�
1996,�pp.�129-162

／
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
『
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
上
野
成
利
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
三
年
、
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二
三
七
─
二
九
七
頁（
な
お
、ド
・
マ
ン
の
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
次
の
拙
稿
で
論
じ
て
い
る
。
宮
﨑
裕
助「
シ
ラ
ー
の「
遊
戯
衝
動
」

か
ら
、
カ
ン
ト
の
「
物
質
的
視
覚
」
へ
─
─
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン
の
歴
史
的
唯
物
論
に
む
け
て
」『
シ
ェ
リ
ン
グ
年
報
』
第
二
四
号
、

日
本
シ
ェ
リ
ン
グ
協
会
、
二
〇
一
六
年
［
近
刊
］）。

　

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
清
水
が
訳
出
し
た
草
稿
を
も
と
に
、
宮
﨑
が
訳
文
全
体
を
検
討
・
推
敲
し
た
後
、
さ
ら
に
両
者
で
確
認
作
業

を
行
な
っ
て
完
成
さ
せ
た
。
最
後
に
、
本
論
文
の
訳
出
・
掲
載
を
ご
快
諾
い
た
だ
き
、
訳
者
の
質
問
に
丁
寧
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
ハ
ー

マ
ッ
ハ
ー
教
授
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。�

［
宮
﨑
裕
助
］


