
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と

「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

西

章

第
１
節

問
題
の
所
在

「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
」
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
上
演
に
よ
っ
て
「
芸
術
作
品
」
へ
と
変
容
を
遂
げ
た
劇
場
に
お
い
て
、
一

つ
の
統
一
的
な
「
芸
術
世
界
」
が
思
い
が
け
な
く
立
ち
現
れ
て
く
る
出
来
事
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
立
ち
現
れ
た
芸
術
世
界
に
お

い
て
、
そ
の
都
度
響
き
渡
る
「
芸
術
の
言
葉
」
は
、
主
体
（
劇
場
内
に
お
け
る
芸
術
家
と
鑑
賞
者
）
が
対
象
支
配
的
な
知
に
囚
わ
れ
た
ま

ま
で
は
決
し
て
響
き
渡
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
異
質
な
も
の
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
論

は
、
こ
の
「
芸
術
の
言
葉
」
へ
の
そ
の
都
度
の
「
傾
聴
」
と
い
う
主
体
の
脱
自
的
な
在
り
方
に
現
代
の
批
判
的
克
服
の
可
能
性
が
存
し
て

盧

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
し
か
し
遠
い
過
去
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
響
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
「
芸
術
の
言
葉
」
が
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
響

き
渡
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
、
ま
た
、
次
に
そ
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
言
葉
は
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
い
か
な

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

三
九



る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
更
な
る
解
釈
を
必
要
と
す
る
。「
芸
術
の
言
葉
」
の
現
代
に
お
け
る
響
き
の

可
能
性
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、『
反
時
代
的
考
察
』
第
二
篇
「
生
に
対
す
る
歴
史
の
利
害
に
つ
い
て
」
論
文
（1874

）

﹇
以
下
『
歴
史
書
』
と
略
記
﹈
に
お
い
て
、「
芸
術
」
が
「
超
歴
史
的
な
も
の
」（K

S
A

1.
S

.
330

）
と
し
て
独
特
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ

て
い
る
そ
の
意
味
が
明
確
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
芸
術
的
考
察
と
歴
史
的
考
察
の
内
的
関
係
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
（
史
）
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
、『
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
―
歴
史
の
中
の
人
間
―
』（1936

）
の
第
一
章
に
お
い
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
ニ

ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
に
お
け
る
両
者
の
「
決
定
的
な
差
異
」（JB

.
S

.
35

）
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
し
た
が
え
ば
、

そ
の
差
異
は
歴
史
（
学
）
の
「
利
―
害
」
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
導
き
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
対
立
は
歴
史
的
事
象
の
「
想
起
―
忘
却
」
の

対
立
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
想
起
に
よ
る
過
去
（
の
精
神
）
と
の
「
連
続
性
」
を
強
調
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
、
忘
却
に
よ
る
過
去

（
の
精
神
）
と
の
「
断
絶
性
」
を
強
調
す
る
ニ
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
的
過
去
の
「
保
存
―
放
擲
」
と
い
う
点
で
全
く
も
っ
て
対
立
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
は
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
基
づ
き
、
忘
却
に
よ
る
過
去
（
の
精
神
）
の
放
擲
を
本
質
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
歴

史
論
を
「
英
雄
的
未
来
主
義
」
と
名
付
け
、
そ
の
特
質
を
「
歴
史
を
ど
ん
な
に
勝
手
に
書
き
変
え
て
も
良
心
の
疚
し
さ
を
感
じ
」
ず
、

人
々
に
「
現
在
の
最
も
高
い
最
も
高
貴
な
力
を
無
造
作
に
自
由
に
で
き
る
と
い
う
錯
覚
」
を
与
え
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
（JB

.
S

.

38

）。
こ
う
し
て
忘
却
を
最
も
重
視
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
「
超
歴
史
的
な
も
の
が
与
え
る
解
答
は
歴

史
学
が
抱
え
る
問
題
の
周
辺
に
あ
る
拘
束
力
の
な
い
考
量
に
す
ぎ
な
い
」（JB

.
S

.
41

）
と
し
て
、
芸
術
は
最
初
か
ら
考
慮
の
対
象
外
と

盪

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
〇



ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
論
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
批
判
的
な
解
釈
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
は
現
在
の

観
点
の
絶
対
視
に
基
づ
き
、
過
去
に
対
す
る
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
関
わ
り
を
称
揚
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
姿
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

蘯

が
見
て
取
ら
れ
る
。
し
か
し
『
歴
史
書
』
が
そ
も
そ
も
「
時
代
に
反
抗
し
」、「
来
た
る
べ
き
時
代
の
た
め
に
働
き
か
け
る
」
試
み
の
一
環

と
し
て
著
さ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
み
に
よ
っ
て
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
論
の
思
索
的
本
質
が
充
分
に
汲
み
取

ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ニ
ー
チ
ェ
が
『
歴
史
書
』
に
お
い
て
現
在
と
過
去
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、

そ
の
関
わ
り
に
「
芸
術
」
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

本
論
文
は
以
下
の
二
点
を
課
題
と
し
て
い
る
。
第
一
に
「
現
在
の
最
高
の
力
」
の
積
極
的
側
面
を
呈
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
ま
ず
、
第
２
節
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
の
「
歴
史
的
客
観
性
」
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
は
、
こ
の
客

観
性
の
理
念
の
背
後
に
潜
む
近
代
の
野
蛮
性
の
批
判
的
克
服
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
３
節
に
お
い
て
は
、
第
２

節
を
踏
ま
え
、「
現
在
の
最
高
の
力
」
が
、
現
在
と
過
去
の
隔
た
り
を
両
者
の
正
し
い
出
会
い
の
積
極
的
契
機
と
し
て
保
持
す
る
力
で
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
二
に
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
と
芸
術
的
考
察
の
思
索
的
連
続
性
の
所
在
を
呈
示
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
紙
面
の
都
合
上
不
充
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
第
４
節
で
「
作
品
」
と
し
て
の
芸
術
の
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
芸
術
作
品
」
こ
そ
が
、
現
在
と
過
去
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り
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第
２
節
「
歴
史
的
客
観
性
」
の
理
念
の
背
後
に
潜
む
「
野
蛮
性
」

『
歴
史
書
』
に
お
け
る
「
芸
術
」
の
位
置
付
け
の
意
味
を
明
確
に
す
る
前
に
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
同
書
に
お
い
て
「
非
歴
史
的
な
も
の
」

（K
S

A
1.

S
.

330
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
「
忘
却
」
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
は
『
歴
史

書
』
の
第
１０
節
に
お
い
て
、
そ
れ
を
芸
術
と
共
に
「
歴
史
病
」
に
対
す
る
「
解
毒
剤
」
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

329
ff

）。
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
、
忘
却
は
「
お
の
れ
を
限
定
さ
れ
た
地
平
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
の
で
き
る
技
と
力
」（K

S
A

1.
S

.

330

）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
病
か
ら
生
の
健
康
へ
の
恢
復
を
可
能
と
す
る
力
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
見
す
る
と
、
こ
の

「
歴
史
的
地
平
の
限
定
」
と
し
て
の
忘
却
は
、
本
書
の
第
１
節
と
の
連
関
の
下
で
見
れ
ば
、
単
に
動
物
的
生
へ
の
回
帰
を
可
能
と
す
る
だ

け
の
力
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
解
き
、
忘
却
の
持
つ
積
極
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
歴
史
病
に
陥
っ
て
い
る

わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
が
ま
ず
批
判
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、「
歴
史
病
」
と
い
う
言
葉
で
以
っ
て
直
接
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
歴
史
的
感
覚
の
異
常
肥
大
」（K

S
A

7.
S

.
651

）
と
呼

ば
れ
る
現
象
（
時
代
傾
向
）
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
的
眼
差
し
は
、
こ
の
現
象
と
そ
れ
を
制
御
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
学
問
的
な

「
手
段
」、
な
ら
び
に
そ
の
学
問
的
手
段
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
「
歴
史
的
客
観
性
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観

性
の
理
念
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
は
、
そ
の
理
念
の
前
提
を
な
す
も
の
を
考
慮
す
る
場
合
に
の
み
理
解
さ
れ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、

盻

そ
の
理
念
の
前
提
を
な
し
て
い
る
（
蠢
）
歴
史
の
「
中
性
化
」、（
蠡
）
歴
史
の
「
理
論
化
」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
学
問
的
手
段
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
学
問
的
手
段
を
駆
使
す
る
在
り
方
に
潜
む
「
野
蛮
性
」
を
示
す
。
そ
し
て
そ
の
作
業
を
通
し
て
、

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
二



（
蠱
）
に
お
い
て
「
歴
史
的
地
平
の
限
定
」
の
持
つ
積
極
的
な
意
義
を
示
し
た
い
。

（
蠢
）「
歴
史
的
感
覚
の
異
常
肥
大
」
と
「
歴
史
の
中
性
化
」
の
関
係
性

ニ
ー
チ
ェ
は
過
去
の
事
象
に
対
す
る
現
在
の
生
に
よ
る
地
平
拡
大
と
い
う
時
代
傾
向
そ
の
も
の
を
時
代
の
欠
陥
と
捉
え
る
（vgl.

K
S

A

1.
S

.
246

）。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
生
に
よ
る
過
去
へ
の
地
平
的
拡
大
に
は
、
歴
史
的
生
成
の
中
で
現
在
の
生
を
自
己
喪
失
に

陥
ら
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
。
た
し
か
に
現
在
の
生
に
よ
る
過
去
へ
の
地
平
的
拡
大
に
よ
っ
て
、
過
去
の
事
象
に
つ
い
て
の

膨
大
な
知
識
の
獲
得
は
可
能
と
な
る
の
だ
が
、
当
時
の
時
代
状
況
に
お
け
る
知
識
獲
得
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
が
看
取
し
た
の
は
、
現
在
の

生
に
よ
る
制
御
を
失
っ
た
「
無
制
限
な
歴
史
感
覚
」（K

S
A

7.
S

.
646

）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
が
、
現
在

の
生
に
対
し
て
「
未
知
の
こ
と
や
関
連
の
な
い
こ
と
」、
ひ
い
て
は
「
過
去
の
す
べ
て
が
襲
い
か
か
っ
て
来
る
」（K

S
A

1.
S

.
272

）
と

い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
現
在
の
生
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
膨
大
な
歴
史
の
知
識
が
、
そ
の
膨
大
さ
ゆ
え

に
、
反
っ
て
現
在
の
生
を
し
て
そ
の
立
脚
点
を
喪
失
・
混
乱
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
歴
史
的
感
覚
の
異
常
肥
大
」
と
い
う
言
葉

で
以
っ
て
指
し
示
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
事
態
を
そ
れ
と
し
て
見
る
こ
と
な
く
、
そ

眈

れ
を
た
だ
回
避
す
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
悪
し
き
「
手
段
」
が
、
現
在
の
生
を
過
去
の
事
象
の
単
な
る
記
憶
的
「
機
械
」
と
す
る
、
歴
史

の
中
性
化
で
あ
っ
た
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

272
ff

）。
つ
ま
り
、
現
在
の
生
に
よ
る
過
去
の
地
平
へ
の
肥
大
的
拡
大
が
、
現
在
の
生
を
「
歴

史
的
中
性
者
」（K

S
A

1.
S

.
284

）
に
な
る
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
歴
史
の
中
性
化
が
体
現
さ
れ
た
在
り
方
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
「
歴
史
的
客
観
性
」
と
は
い
か
な
る
様
相
を
帯
び
た
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。ニ

ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
三



ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
中
性
化
は
、「
驚
嘆
の
感
情
」（K

S
A

1.
S

.
299

）
を
初
め
と
す
る
現
在
の
主
観
的
な
感
情
を
一
切
排

除
し
、
歴
史
的
事
実
を
「
ま
っ
た
く
純
粋
に
観
察
す
る
」（K

S
A

1.
S

.
289

）
こ
と
を
そ
の
特
性
と
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ

れ
は
過
去
の
歴
史
的
事
象
を
「
肖
像
画
的
な
忠
実
さ
」
で
も
っ
て
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
を
客
観
的
に
記
述
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
ナ
イ
ー
ヴ
に
信
じ
て
い
る
態
度
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
同
時
代
の
遺
稿
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
に
対
す
る
中
性
的
態

度
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
「
歴
史
記
述
そ
れ
自
身
が
野
蛮
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
」（K

S
A

7.
S

.
419

）
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
由

は
、
こ
の
よ
う
に
「
自
分
が
中
性
だ
か
ら
歴
史
も
中
性
だ
と
み
な
す
」
歴
史
的
中
性
者
の
態
度
と
は
、
過
去
に
対
す
る
「
無
関
心
性
」

（K
S

A
1.

S
.

293

）
を
本
質
と
す
る
態
度
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
無
関
心
性
は
同
時
に
現
在
の
生
に
対
す
る
無
関
心
性
を
も
意
味
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

274,
S

.
302

）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
無
関
心
性
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
が
歴
史
教
養
主
義
的

態
度
で
あ
っ
た
。
歴
史
教
養
主
義
的
態
度
の
背
後
に
は
、
常
に
す
で
に
歴
史
の
中
性
化
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ニ
ー
チ

ェ
は
、
歴
史
の
中
性
化
を
以
下
の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
驚
嘆
の
感
情
を
ま
す
ま
す
喪
失
し
、
何
も
の
に
つ
い
て
も
度
外
れ
な
感
歎
は
せ
ず
、
遂
に
は
ど
ん
な
も
の
も
甘
受
す
る
よ
う
に
な

る
ー
こ
う
い
う
の
が
お
そ
ら
く
歴
史
感
覚
・
歴
史
的
教
養
と
呼
ば
れ
る
の
だ
」（K

S
A

1.
S

.
299

）

『
道
徳
の
系
譜
』（1887

）
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
中
性
化
が
体
現
さ
れ
た
精
神
的
立
場
は
、
歴
史
的
事
象
に
対
す
る
一
切
の
解
釈
を

放
棄
し
た
「
知
的
禁
欲
主
義
」、
す
な
わ
ち
「
諦
念
」
と
さ
れ
て
い
る
（vgl.

K
S

A
5.

S
.

399

）。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
諦
念
と
は
人

間
が
お
の
れ
の
思
考
や
感
情
の
あ
ら
ゆ
る
憧
憬
の
強
い
緊
張
を
放
棄
し
、
そ
の
緊
張
を
思
考
や
感
情
が
習
慣
に
見
合
っ
た
、
そ
し
て
機
械

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
四



的
な
も
の
と
な
る
状
態
に
引
き
戻
す
こ
と
」（K

S
A

8.
S

.
364

）
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
洞
察
さ
れ
る
こ
と
は
、
客
観
的

な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
教
養
が
現
在
の
生
に
対
す
る
無
関
心
性
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
現
在
の
生
に

対
し
て
い
か
な
る
「
働
き
か
け
」（K

S
A

1.
S

.
285

）
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
主
観
を
空
し
く

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
歴
史
的
客
観
性
の
背
後
に
は
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
事
象
に
対
し
て
終
始
「
傍
観
者
的
態
度
」（K

S
A

1.

S
.

271

）
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
歴
史
の
中
性
化
の
背
後
に
は
、
過
去
の
歴
史
的
事
象
の
現
在
の
生
に
対
す
る
働
き
か
け
を
あ

眇

ら
か
じ
め
排
除
し
よ
う
と
す
る
、
現
在
の
主
観
的
関
心
が
常
に
す
で
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
「
わ
が
批
評
家
諸
君
﹇＝
歴
史
的
中
性
者
―
引
用
者
﹈
の
歴
史
的
教
養
は
、
本
来
の
意
味
で
の
働
き
か
け
、
つ
ま
り
生
と
行
動
へ

の
働
き
か
け
が
生
じ
る
こ
と
を
も
う
絶
対
に
お
許
し
に
な
ら
な
い
」（K

S
A

1.
S

.
285

）
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、

過
去
と
の
直
面
に
お
い
て
現
在
の
在
り
方
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
積
極
的
な
契
機
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ

ば
、
歴
史
の
中
性
化
が
体
現
さ
れ
た
在
り
方
に
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
の
「
排
除
的
」
構
造
こ
そ
が
、
次
の
（
蠡
）
に
お
い
て
見

る
よ
う
に
、
歴
史
の
「
理
論
化
」
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
。

（
蠡
）「
歴
史
の
理
論
化
」
と
そ
の
背
後
に
潜
む
悪
し
き
「
歴
史
の
主
観
化
」

こ
れ
ま
で
に
お
い
て
、
歴
史
の
中
性
化
が
現
在
の
生
に
よ
る
地
平
の
肥
大
的
拡
大
と
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
現
在
の
生
の
混
乱

を
回
避
す
る
た
め
に
講
じ
ら
れ
た
手
段
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
手
段
を
駆
使
す
る
在
り
方
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
る
歴
史
的
客
観
性
と
は
、
現
在
の
生
に
対
し
て
働
き
か
け
る
力
を
一
切
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
力
は
現
在
の

生
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
削
が
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
歴
史
的
客
観
性
の
背
後
に
現

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
五



在
の
生
の
関
心
が
常
に
す
で
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
的
事
象

を
現
在
の
主
観
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ
も
そ
の
こ
と
を
否
定
し
な
い
。

む
し
ろ
ニ
ー
チ
ェ
は
、
人
間
的
生
の
全
体
的
理
解
の
た
め
に
は
、
お
の
れ
の
主
観
的
な
関
心
や
感
情
を
信
頼
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
主
張

し
て
止
ま
な
い
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

283

）。
し
か
し
そ
の
主
観
的
な
関
心
に
基
づ
い
た
現
在
の
生
の
在
り
方
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
問
う

こ
と
は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
歴
史
的
客
観
性
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
も
、
そ
の
批
判
的
作
業
の
遂
行
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
歴
史
を
見
る
際
の
現
在
の
生
が
い
か
な
る
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
か
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ

ー
チ
ェ
の
批
判
的
眼
差
し
は
、
歴
史
認
識
の
客
観
性
を
標
榜
す
る
人
士
の
背
後
に
潜
む
関
心
、
す
な
わ
ち
歴
史
の
「
理
論
化
」
を
行
な
っ

て
い
る
そ
の
関
心
構
造
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
歴
史
書
』
に
お
い
て
、「
理
論
化
」
は
「
理
解
不
可
能
な
も
の
を
理
解
可
能
な
も
の
へ
と
置
き
換
え
る
仕
方
」（K

S
A

1.
S

.
290

）
と

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
理
論
化
」
と
は
未
知
の
も
の
を
既
知
の
も
の
に
置
き
換
え
る
単
純
作
業
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
単
純
作
業
的
な
置
き
換
え
が
歴
史
の
考
察
へ
と
適
用
さ
れ
た
際
に
生
じ
る
事
態
を
、『
力
へ
の
意
志
』

に
お
い
て
、
端
的
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
学
問
的
世
界
考
察
。
す
な
わ
ち
学
問
を
求�

め�

る�

心
理
学
的
欲
求
の
批
判
。
理
解
し
よ
う
と
す
る
意
欲
、
実
用
的
な
も
の
・
有
用
な

も
の
・
搾
取
可
能
な
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
意
欲
。（
中
略
）
価
値
は
計
算
さ
れ
算
定
さ
れ
う
る
も
の
の
み
。（
中
略
）
歴�

史�

す

ら
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
左
右
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
恐
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
」（『
力
へ
の
意
志
』
６
７
７
番
）﹇
傍
点
は
ニ
ー
チ
ェ
に

よ
る
﹈

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
六



上
述
の
引
用
に
お
い
て
、「
理
解
し
よ
う
と
す
る
」
知
の
作
業
に
は
、
お
の
れ
の
自
己
保
存
に
役
立
つ
も
の
の
み
を
「
価
値
」
と
見
な

す
「
計
算
（
的
思
惟
）」
が
常
に
す
で
に
働
い
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
計
算
（
的
思
惟
）
を
駆
使
す
る
現
在
の
生

に
と
っ
て
は
、
現
在
の
生
に
と
っ
て
「
実
用
的
な
も
の
、
有
用
な
も
の
、
搾
取
可
能
な
も
の
」
の
み
が
「
価
値
」
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
以

外
の
も
の
は
価
値
が
な
い
も
の
と
し
て
考
慮
の
対
象
外
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
理
論
化
」
の
歴
史
考
察
へ
の
適
用
が

「
恐
る
べ
き
こ
と
」
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
現
在
の
生
の
自
己
保
存
と
い
う
直
接
的
な
関
心
に
の
み
基
づ
い
て
、
歴
史
的
事
象
を
計
算

（
的
思
惟
）
に
よ
っ
て
自
己
中
心
的
に
解
釈
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
歴
史
書
』
に
お

い
て
、
こ
の
自
己
中
心
的
な
在
り
方
は
歴
史
的
事
象
の
「
強
制
的
な
支
配
（zu

bezw
in

gn
u

n
d

zu
bew

ältigen

）」（K
S

A
1.

S
.

272

）
と
呼
ば
れ
、
そ
の
在
り
方
は
具
体
的
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
あ
ま
り
に
お
び
た
だ
し
く
押
し
寄
せ
て
く
る
も
の
﹇＝

様
々
な
歴
史
的
事
象
﹈
を
支
配
す
る
（b

ew
ältigen

）
た
め
に
は
、
人

間
本
性
に
と
っ
て
ど
ん
な
手
段
が
残
っ
て
い
よ
う
か
。
手
段
は
た
だ
一
つ
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
限
り
容
易
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ら
を
即
座
に
再
び
除
去
し
排
除
す
る
（zu

b
eseitigen

u
n

d
au

szu
stossen

）
た
め
に
で
あ
る
」（K

S
A

1.
S

.

274

）﹇
強
調
・
注
釈
は
筆
者
に
よ
る
﹈

上
述
の
引
用
に
お
い
て
は
、（
蠢
）
の
最
後
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
過
去
の
も
の
で
あ
れ
ば
「
で
き
る
限
り
容
易
に
取
り
入
れ
る
」

歴
史
教
養
主
義
的
態
度
の
在
り
方
の
背
後
に
、
常
に
す
で
に
歴
史
的
事
象
を
現
在
の
生
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
現
在
の
生
の
た
め
に
「
即
座

に
理
解
し
計
算
し
、
把
握
し
よ
う
と
す
る
」（K

S
A

1.
S

.
280

）
計
算
（
的
思
惟
）
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
七



歴
史
教
養
的
態
度
に
も
「
除
去
し
排
除
す
る
」
こ
と
を
本
質
と
す
る
理
論
化
ヘ
の
衝
動
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
の
理
論
化

を
本
質
と
す
る
在
り
方
は
、『
歴
史
書
』
の
別
の
箇
所
で
は
、「
抽
象
化
」（K

S
A

1.
S

.
277

）
や
「
法
則
化
」（K

S
A

1.
S

.
320

）
に
よ

っ
て
歴
史
的
事
象
を
「
整
理
す
る
」（K

S
A

1.
S

.
272

）
在
り
方
だ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
態
度
に

お
い
て
は
、
習
慣
化
し
た
現
在
の
自
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
歴
史
的
事
象
の
み
が
価
値
を
持
ち
、
そ
れ
以
外
の

眄

も
の
は
、
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
除
去
さ
れ
排
除
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
歴
史
の
中
性
化
に
お
い
て
見
ら
れ
た
の
と
同
様
、
過
去
と
の
直

面
に
よ
っ
て
現
在
の
在
り
方
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
積
極
的
態
度
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
の
は
、

現
在
の
在
り
方
の
自
己
正
当
化
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
歴
史
的
事
象
の
「
一
切
を
「
私
」、「
伝
記
」、「
旧
知
」
で
あ
ら
せ
よ
う
と
す

眩

る
」（K

S
A

8.
S

.
563

）
悪
し
き
歴
史
の
「
主
観
化
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
理
論
化
を
体
現
し
た
「
学
問

的
人
間
」（K

S
A

1.
S

.
326

）
を
「
客
観
的
な
顔
つ
き
を
し
て
い
る
」「
偽
装
化
さ
れ
た
エ
ゴ
イ
ス
ト
」（K

S
A

1.
S

.
289

）
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
よ
う
な
人
士
に
よ
る
歴
史
的
関
わ
り
を
以
下
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。

「
無
制
限
な
歴
史
感
覚
を
制
御
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
も
実
際
あ
る
制
御
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
必

要
で
な
い
も
の
、
つ
ま
り
至
る
と
こ
ろ
に
﹇
現
在
の
﹈
自
己
を
求
め
、
そ
し
て
こ
れ
を
発
見
す
る
と
信
じ
、
歴
史
を
自
分
の
寸
法
に

合
わ
せ
て
卑
小
化
す
る
と
こ
ろ
の
無
味
乾
燥
で
画
一
化
し
た
時
代
精
神
に
よ
る
制
御
と
い
う
や
つ
だ
」（K

S
A

7.
S

.
646

f

）﹇
注

釈
は
筆
者
に
よ
る
﹈

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
歴
史
的
客
観
性
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
影
響
を
受
け
た

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
八



「
俗
物
文
化
」
批
判
と
し
て
も
受
け
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

308

）。
周
知
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
歴
史
を
目
的
論

的
に
、
す
な
わ
ち
「
理
性
の
支
配
」
と
い
う
究
極
目
的
へ
と
至
る
過
程
と
し
て
把
捉
し
よ
う
と
し
た
。
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
過
去
の
歴

史
を
個
々
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
苦
し
み
や
悲
し
み
に
満
ち
た
「
地
獄
絵
図
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
冷
静
に
観
察
す
る
眼
を
持

眤

っ
て
い
た
。
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
観
察
は
歴
史
が
理
性
的
に
進
行
す
る
と
い
う
見
解
を
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
理
性
に
よ
る
世
界
支
配
は
、
歴
史
を
考
察
す
る
際
に
あ
ら
か
じ
め
「
前
提
」
と
さ
れ
る
べ
き

眞

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
解
釈
は
、
歴
史
を
理
性
の
発
展
と
す
る
「
合
理
的
」（
理
性
的
）
解
釈
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
「
合
理
的
」
解
釈
の
う
ち
に
こ
そ
野
蛮
性
は
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
例
え

ば
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
強
大
な
独
裁
者
が
あ
ら
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
狡
猾
な
怪
物
で
あ
っ
て
、
お
の
れ
の
好
悪
に
物
を
言
わ
せ
て
、
す
べ
て

の
過
去
に
強
制
を
加
え
、
つ
い
に
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
過
去
を
無
理
矢
理
に
、
お
の
れ
に
い
た
る
橋
と
し
、
予
兆
と
し
、
伝
令
と

し
、
鶏
鳴
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」（K

S
A

4.
S

.
254

）﹇
強
調
は
筆
者
に
よ
る
﹈

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
俗
物
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
「
教
養
俗
物
」
は
、
現
在
と
世
界
史
の
完
成
と
を
同
一
視
す
る
錯
誤
を
犯
し

（vgl.
K

S
A

1.
S

.
308

）、「
お
の
れ
の
現
実
性
を
こ
の
世
の
理
性
の
尺
度
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
」（K

S
A

1.
S

.
170

）。
つ
ま
り
ニ

ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
教
養
俗
物
は
彼
ら
の
「
俗
物＝

理
性
」（K

S
A

1.
S

.
172

）
を
歴
史
の
裁
判
官
・
審
判
者
に
見
立
て
、
そ
れ
を
現
在

に
至
る
す
べ
て
の
歴
史
に
投
影
さ
せ
、
そ
れ
で
も
っ
て
歴
史
の
全
体
を
理
性
的
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
上
述
の

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

四
九



引
用
に
お
け
る
「
す
べ
て
の
過
去
に
対
す
る
強
制
」
と
は
、「
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
す
べ
て
の
歴
史
」
を
「
結
果
（
成
果
）
か
ら
見

て
、
そ
し
て
、
し
か
も
結
果
（
成
果
）
の
う
ち
に
理
性
が
宿
る
と
い
う
想
定
」（K

S
A

8.
S

.
56

）
の
も
と
に
把
捉
す
る
こ
と
を
指
し
て

い
る
こ
と
が
洞
察
さ
れ
よ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
の
は
、
お
の
れ
の
観
点
の
絶
対
視
に
基
づ
い
た
安
易
な
「
全

眥

体
性
」
の
措
定
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
過
去
の
「
様
々
な
時
代
を
そ
の
差
異
、
そ
の
独
自
な
構
造
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
課
題
」

眦

は
初
め
か
ら
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
の
は
、
あ
る
い
は
「
全
体
性
」
の
措
定
の
背
後
に
絶
え
ず
潜
ん
で

い
る
の
は
、
歴
史
に
対
す
る
楽
観
主
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
教
養
俗
物
に
よ
る
歴
史
の
考
察
の
背
後
に
は
常
に
す

で
に
、
あ
ら
か
じ
め
「
全
般
の
（
通
俗
的
な
）
安
逸
癖
を
指
定
す
る
法
則
に
則
っ
て
」
歴
史
の
全
体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
楽
観
的
態
度

が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

275

）。
そ
し
て
歴
史
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
楽
観
的
態
度
は
、
同
時
に
受
苦
や
死
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
現
在
の
「
野
蛮
性
に
対
す
る
感
情
喪
失
性
」（K

S
A

1.
S

.
274

）
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
当

時
の
文
化
的
状
況
に
潜
む
危
険
性
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
ド
イ
ツ
は
歴
史
に
対
す
る
楽
観
主
義
の
発
生
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
責
任
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
楽

観
主
義
ほ
ど
に
ド
イ
ツ
文
化
に
災
禍
を
も
た
ら
し
た
も
の
も
な
い
の
だ
。（
中
略
）
歴
史
が
い
か
に
残
忍
な
も
の
で
あ
り
、
無
意
味

な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
者
は
、
歴
史
を
意
味
深
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
衝
動
を
ま
っ
た
く
も
っ
て
知
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
」（K

S
A

8.
S

.
57

）

以
上
の
よ
う
に
、
歴
史
の
中
性
化
と
歴
史
の
理
論
化
は
共
に
、「
歴
史
的
感
覚
の
異
常
肥
大
」
と
い
う
現
象
（
時
代
傾
向
）
に
批
判
的

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
〇



眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
現
在
の
生
の
混
乱
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た

学
問
的
手
段
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
手
段
の
濫
用
こ
そ
が
、
現
在
の
観
点
の
絶
対
視
に
基
づ
い
た
「
歴
史
の
主

観
化
」
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

646
f

）。
後
年
『
こ
の
人
を
見
よ
』（1888

）
に
お
い
て
、
ニ
ー

チ
ェ
は
『
歴
史
書
』
執
筆
当
時
の
思
索
を
振
り
返
り
、「
近
代
的
学
問
研
究
と
い
う
名
の
手
段
が
野�

蛮�

を�

引�

き�

起�

こ�

し�

つ�

つ�

あ�

る�

」（K
S

A

6.
S

.
316

）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
発
言
は
ニ
ー
チ
ェ
が
以
上
の
事
態
を
直
視
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
。
歴
史
に
対
す
る
楽
観
主
義

を
本
質
と
す
る
俗
物
文
化
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
べ
き
「
野
蛮
性
」
は
、
し
た
が
っ
て
、
学
問
的
な
手
段
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
る
、
受

苦
的
な
生
か
ら
の
「
合
理
的
な
」
逃
避
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
受
苦
と
い
う
も
の
は
、
学
問
的
な
世
界

に
お
い
て
は
、
本
来
何
か
場
違
い
な
も
の
で
あ
り
、
何
か
理
解
し
が
た
い
事
柄
で
あ
る
」（K

S
A

1.
S

.
394

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
学
問
的
世
界
考
察
は
受
苦
へ
の
眼
差
し
の
喪
失
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
の
逃
避
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
で
は
、
歴
史
病
に
対
す
る
解
毒
剤
と
し
て
の
忘
却
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
学
問
的
手
段
の
自
己
目
的
化
と
い
う
事
態
に
対
す

る
「
歴
史
的
地
平
の
限
定
」
は
、
現
在
の
生
に
と
っ
て
い
か
な
る
積
極
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
蠱
）
過
去
へ
の
開
示
と
し
て
の
「
歴
史
的
地
平
の
限
定
」
―
「
積
極
的
な
力
」
と
し
て
の
忘
却
―

ニ
ー
チ
ェ
が
『
歴
史
書
』
の
第
１
節
に
お
い
て
、「
忘
却
」
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い

て
は
、
一
見
す
る
と
、
現
在
に
の
み
限
定
さ
れ
、
そ
こ
に
お
け
る
憂
愁
や
倦
怠
の
無
さ
と
し
て
の
「
幸
福
」
が
唯
一
の
尺
度
と
さ
れ
、
そ

れ
を
よ
り
多
く
も
た
ら
す
「
動
物
的
な
忘
却
」
が
肯
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

250

）。
し
か
し
ニ

ー
チ
ェ
は
同
時
期
の
遺
稿
に
お
い
て
、「
も
し
幸
福
が
目
標
な
ら
ば
、
動
物
が
最
高
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
動
物
の
シ
ニ
ズ
ム

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
一



は
忘
却
に
あ
る
―
こ
れ
こ
そ
幸
福
に
通
ず
る
最
短
の
道
だ
、
も
っ
と
も
大
し
て
価
値
の
な
い
幸
福
で
あ
る
が
」（K

S
A

7.
S

.
694

）
と
述

べ
て
い
る
。
動
物
的
な
生
と
彼
ら
が
享
受
す
る
幸
福
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
動
物
は

「
本
能
」
と
し
て
の
忘
却
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
動
物
的
な
生
と
は
お
の
れ
が
享
受
し
て
い
る
幸
福
に
無
頓
着
で

あ
る
ほ
ど
に
忘
却
に
支
配
さ
れ
た
生
だ
か
ら
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

248

）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
マ
イ
ア
ー
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

眛

動
物
が
本
能
的
に
持
っ
て
い
る
忘
却
と
、
人
間
に
よ
っ
て
「
習
得
さ
れ
る
べ
き
忘
却
」
と
は
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で

は
、
動
物
的
な
忘
却
と
似
て
非
な
る
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
べ
き
「
忘
却
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
生
に
よ
る
地
平
拡
大
の
肥
大
化
は
、
現
在
の
生
を
「
ひ
ど
く
矮
小
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
領

域
」（K

S
A

1.
S

.
323

）
へ
と
立
ち
戻
ら
せ
る
と
い
う
悪
し
き
帰
結
を
導
い
た
。
そ
れ
に
対
し
「
歴
史
的
地
平
の
限
定
」
を
可
能
と
す
る

忘
却
は
、
そ
の
よ
う
な
肥
大
的
拡
大
と
は
全
く
逆
方
向
に
働
く
力
、
す
な
わ
ち
、
現
在
の
生
を
限
定
さ
れ
た
「
一
つ
の
地
平
」（K

S
A

1.

S
.

251

）
に
閉
じ
込
め
る
力
で
あ
る
。「
生
命
あ
る
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
も
一
つ
の
地
平
の
中
で
の
み
健
康
で
強
く
生
産
的
に
な
り
う

る
こ
と
、
こ
れ
は
一
つ
の
普
遍
的
な
法
則
な
の
で
あ
る
」（eben

da

）。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
ど
ん
な
生
命
体
も
、
自
分
の

回
り
に
一
つ
の
地
平
を
引
き
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
憔
悴
し
て
果
て
る
か
、
ま
た
は
あ
わ
た
だ
し
く
早
め
に
没
落
し
て

し
ま
う
」（eben

da

）
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
反
動
的
と
も
思
わ
れ
る
地
平
の
限
定
は
、
過
去
と
隔
絶
さ
れ
た
孤
立
的
な
現
在
を
形
成
す
る
こ
と
に
積
極
的
に

奉
仕
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
危
険
性
を
的
確
に
見
て
お
り
、
そ
れ
を

「
過
去
の
出
来
事
に
対
し
て
忘
恩
の
限
り
、
危
険
に
対
し
て
は
盲
目
同
然
で
あ
り
、
警
告
に
対
し
て
は
耳
聾
い
た
」「
不
当
な
状
態
」、
あ

る
い
は
「
不
当
な
行
為
の
母
胎
」
と
把
捉
し
て
い
る
（K

S
A

1.
S

.
253

）。
と
こ
ろ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
不
当
な
状
態
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
二



同
時
に
「
正
当
な
行
為
の
母
胎
」（eben

da

）
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
う
る
理
由
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
別
の
箇
所
で
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ど
ん
な
生
命
体
も
、
お
の
れ
の
回
り
に
一
つ
の
地
平
を
引
き
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
生
は
憔
悴
し
果
て
る

か
、
ま
た
は
あ
わ
た
だ
し
く
早
め
に
没
落
し
て
し
ま
う
。
ま
た
他
方
で
は
、
あ
ま
り
に
利
己
的
で
あ
っ
て
、
異
質
な
眼
差
し（ein

es

frem
d

en

）
の
う
ち
に
お
の
れ
の
眼
差
し
を
閉
じ
込
め
る
能
力
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
生
は
憔
悴
し
果
て
る
か
、
ま
た
は
あ
わ

た
だ
し
く
早
め
に
没
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（K

S
A

1.
S

.
251

）﹇
強
調
は
筆
者
に
よ
る
﹈

現
在
の
生
が
忘
却
を
習
得
す
る
こ
と
な
く
、
お
の
れ
の
歴
史
的
地
平
の
拡
大
に
の
み
奔
走
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
当
の
生
は
矮
小
な
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
領
域
へ
と
陥
り
、
そ
の
結
果
没
落
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
、
忘
却
は
現
在
の
生
を
「
一
つ
の
地
平
」
に
閉
じ
込
め
る
、

眷

い
わ
ば
「
記
憶
の
扉
を
閉
め
る
」
役
割
を
果
た
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
生
の
没
落
は
回
避
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
上
述
の
引
用
に

お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
病
に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
み
忘
却
が
機
能
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
と
隔
絶
さ
れ
た
現
在
が
形

成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
歴
史
的
地
平
の
肥
大
的
拡
大
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
そ
の
当
の
生
は
矮
小
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
領
域
へ
と

舞
い
戻
り
、
そ
の
結
果
没
落
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
地
平
の
限
定
も
ま
た
、
現
在
の
観
点
の
絶
対
視
と
変
わ

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
、
現
在
の
生
に
よ
る
過
去
へ
の
地
平
拡
大
に
の
み
邁
進
す
る
態
度
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す

る
反
動
的
な
力
と
し
て
の
忘
却
を
絶
対
視
す
る
態
度
、
そ
れ
ら
双
方
に
現
在
の
生
を
没
落
さ
せ
る
危
険
性
を
見
て
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
双
方
の
危
険
性
を
熟
知
し
た
上
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
忘
却
を
な
お
「
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
」（K

S
A

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
三



1.
S

.
245

）
と
し
て
把
捉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
彼
の
真
意
は
ど
こ
に
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
忘
却
の
積
極
的
意
義
は
ど
こ
に
存
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
無
制
限
の
歴
史
感
覚
を
制
御
す
る
」（K

S
A

7.
S

.
646

）
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
地
平
は
、
ま
さ
に
そ

の
限
定
に
よ
っ
て
初
め
て
、
お
の
れ
の
地
平
と
過
去
の
地
平
が
「
異
な
っ
て
い
る
」
こ
と
の
自
覚
へ
と
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
自
覚
に
お
い

て
現
在
と
は
構
造
を
異
に
し
た
過
去
へ
と
眼
差
し
が
向
か
う
可
能
性
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
忘
却
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
た
地
平
は
、「
閉
じ
ら
れ
て
い
る
（gesch

lossen

）」（K
S

A
1.

S
.

251

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
在

眸

と
は
異
な
る
構
造
を
持
っ
た
過
去
の
地
平
へ
と
「
お
の
れ
を
開
示
す
る
」
可
能
性
を
含
ん
だ
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た

睇

が
っ
て
忘
却
の
持
つ
積
極
性
と
は
、
こ
の
「
限
定
さ
れ
た
広
さ
（begren

zte
W

eite

）」
を
持
っ
た
、
い
わ
ば
「
小
さ
な
生
き
生
き
し

た
渦
巻
き
」（K

S
A

1.
S

.
253

）
と
し
て
の
現
在
を
可
能
と
す
る
点
に
こ
そ
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
生
き

生
き
し
た
」
地
平
の
形
成
こ
そ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
歴
史
病
か
ら
快
癒
す
る
た
め
の
第
一
歩
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

睚

れ
は
歴
史
病
に
陥
っ
て
い
る
現
在
の
生
の
学
問
的
な
在
り
方
を
一
旦
中
断
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ

は
そ
の
中
断
か
ら
初
め
て
切
り
開
か
れ
る
歴
史
的
思
惟
の
道
筋
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
歴
史
の
三
つ
の
種
類
の
そ
れ
ぞ
れ
は
ま
さ
し
く
一
つ
の
土
壌
、
一
つ
の
風
土
に
お
い
て
の
み
、
お
の
お
の
そ
の
場
所
を
得
る
の
で

あ
っ
て
、
他
の
場
所
に
移
し
代
え
ら
れ
れ
ば
土
地
を
荒
ら
す
だ
け
の
雑
草
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（K

S
A

1.
S

.
264

）﹇
強

調
は
筆
者
に
よ
る
﹈

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
四



こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
歴
史
の
三
つ
の
種
類
」
が
、「
記
念
碑
的
」、「
骨
董
的
」
そ
し
て
「
批
判
的
」
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
歴
史
考

察
を
指
し
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
上
述
の
引
用
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
三
つ
の
歴
史
考
察
を
そ
も
そ
も
可
能
と
す
る
「
基

盤
」（K

S
A

1.
S

.
252

）
が
、「
一
つ
の
土
壌
、
一
つ
の
風
土
」、
す
な
わ
ち
「
生
き
生
き
し
た
」「
一
つ
の
地
平
」
と
し
て
の
現
在
で
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「「
歴
史
的
な
も
の
」
と
「
非
歴
史
的
な
も
の
」
と
は
個
人
な
り
民
族
な
り
文
化
な
り
の
健
康
の
た

め
に
は
等
し
く
必
要
で
あ
る
」（eben

da,

強
調
は
筆
者
）
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
発
言
も
、
生
き
生
き
し
た
地
平
の
形
成
を
可
能
と
す
る

忘
却
に
基
づ
き
、
そ
れ
と
共
な
る
三
種
の
歴
史
考
察
に
よ
る
過
去
認
識
が
生
の
健
康
へ
の
快
癒
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
忘
却
と
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
解
釈
に
反
し
て
、
過
去
の
す
べ
て
を
放

擲
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す
る
た
め
に
呈
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
能
・
盲
目
的
な
動
物

睨

的
生
へ
の
回
帰
を
称
揚
す
る
た
め
に
呈
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
積
極
的
な
力
」
と
し
て
の
忘
却
と
は
、
歴
史
的

生
成
の
只
中
で
現
在
の
生
が
自
己
消
失
す
る
こ
と
な
く
、
現
在
を
異
質
な
過
去
へ
と
開
示
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
力
と
し
て
把
捉
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
３
節
「
現
在
の
最
高
の
力
」
に
よ
る
過
去
の
「
異
質
性
」
の
保
持

前
節
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
非
歴
史
的
な
も
の
」
と
し
て
の
「
忘
却
」
の
持
つ
積
極
的
意
義
が
、
三
種
の
歴
史
考
察
を
可
能
と
す

る
基
盤
と
し
て
の
「
一
つ
の
地
平
」
を
形
成
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
見
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
ら
の
歴
史
考
察
に
よ
る
過
去
と
の
関
わ
り

方
を
、『
歴
史
書
』
の
第
１０
節
に
お
い
て
は
「
新
た
な
歴
史
研
究
」（K

S
A

1.
S

.
332

）
と
呼
称
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
五



の
「
新
し
さ
」
は
「
現
在
の
最
高
の
力
」
に
よ
る
歴
史
考
察
が
実
現
さ
れ
る
場
合
に
の
み
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

293
f

）、
そ
し
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
過
去
が
現
在
の
生
へ
と
奉
仕
す
る
場
合
に
の
み
正
当
性
を
持
つ
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

245

）。
し
か
し
本
論
文
の
第
１
節
に
お
い

て
触
れ
た
よ
う
に
、「
現
在
の
最
高
の
力
」
に
基
づ
い
た
歴
史
的
考
察
、
な
ら
び
に
過
去
の
現
在
の
生
へ
の
奉
仕
を
目
的
と
し
た
歴
史
的

考
察
こ
そ
が
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
に
よ
っ
て
歴
史
の
恣
意
的
捏
造
を
本
質
と
す
る
「
英
雄
的
未
来
主
義
」
と
し
て
批
判
の
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
も
し
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
ニ
ー
チ
ェ
批
判
が
完
全
に
正
当
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
が
提
唱
す

る
新
た
な
歴
史
研
究
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
現
在
の
生
の
美
化
・
自
己
正
当
化
を
目
的
と
す
る
歴
史
の
強
制
的
支
配

に
積
極
的
に
加
担
す
る
類
い
の
も
の
な
の
で
は
な
い
の
か
。
と
こ
ろ
が
『
歴
史
書
』
序
論
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
新
た
な
歴
史
研
究
を

悪
し
き
歴
史
の
主
観
主
義
と
は
無
縁
の
も
の
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
ら
三
種
の
歴
史
考
察
も
無
批
判
・
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
歴

史
考
察
は
い
ず
れ
も
生
の
健
康
と
本
質
的
に
連
関
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
が
生
の
不
健
康
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
当
の
生
が
有
害
な
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
三
種
の
歴
史
考
察
の
遂
行
を
可
能

と
す
る
「
現
在
の
最
高
の
力
」
が
い
か
な
る
力
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
（
蠢
）
に
お
い
て
、
三
種
の
歴
史
考
察
の

形
式
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
概
観
し
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
「
現
在
の
最
高
の
力
」
の
持
つ
積
極
的
側
面
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
現
在
の
最
高
の
力
」
が
、
歴
史
的
捏
造
の
加
担
に
抗
す
る
点
に
こ
そ
、
そ
の
積
極
性
が
存
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

続
く
（
蠡
）
に
お
い
て
は
、（
蠢
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
歴
史
的
な
も
の
の
研
究
」

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
六



（
蠢
）「
現
在
の
最
高
の
力
」
に
よ
る
三
種
の
歴
史
考
察
の
「
共
働
性
」
の
意
味

ま
ず
、
三
種
の
歴
史
考
察
の
特
徴
と
、
そ
れ
ら
が
陥
る
頷
倒
形
式
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
イ
）「
記
念
碑
的
」
歴
史
考
察
は
「
行
為
し
努
力
す
る
人
間
」
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
将
来
の
行
為
の
可
能
性
を
見
据

え
、
そ
の
可
能
性
の
実
現
の
た
め
に
闘
お
う
と
す
る
人
間
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
は
、
歴
史
的
中
性
者
の
精
神
的
立

場
で
あ
る
「
諦
念
」
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
過
去
を
必
要
と
す
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

259

）。
つ
ま
り
、
こ
の
歴
史

考
察
は
歴
史
か
ら
「
過
ぎ
去
っ
た
瞬
間
の
至
高
の
も
の
」（eben

da

）
を
そ
の
都
度
救
出
し
、
そ
れ
を
諦
念
に
対
す
る
対
抗
手
段
と
す
る

こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歴
史
考
察
の
み
が
あ
ま
り
に
増
大
し
他
の
二
つ
の
考
察
の
仕
方
を
覆
い
隠
し
て
し

ま
え
ば
、
す
な
わ
ち
現
在
の
生
が
お
の
れ
の
行
為
の
推
進
力
を
過
去
に
期
待
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
歴
史
に
与
え
た
「
結
果
（
成
果
）」
の

集
積
に
の
み
邁
進
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
歴
史
考
察
は
単
な
る
「
効
果
自
体
の
寄
せ
集
め
」
に
堕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

261

）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
頷
倒
は
、
行
為
し
努
力
す
る
人
間
を
「
軽
薄
な
現
在
神
聖
視
」（K

S
A

1.
S

.
149

）
を
本
質
と

す
る
単
な
る
熱
狂
家
に
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
す
る
の
み
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

262

）。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
歴
史
考
察
の
頷
倒
形
式
の

典
型
的
な
例
と
し
て
、
前
節
の
（
蠡
）
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
俗
物
（
文
化
）
的
な
歴
史
考
察
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
ロ
）「
骨
董
的
」
歴
史
考
察
は
「
保
存
し
尊
敬
す
る
人
間
」
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
敬
虔
の
念
に
基
づ
い
て
、
可
能
な
限

り
過
去
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
人
間
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
は
、
現
在
の
生
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
過
去
に
対
す

る
忠
誠
心
を
喪
失
し
、
過
去
の
盲
目
的
破
壊
を
本
質
と
す
る
在
り
方
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
歴
史
的
過
去
を
必
要
と
す
る

（vgl.
K

S
A

1.
S

.
266

）。
つ
ま
り
、
こ
の
歴
史
考
察
は
現
在
の
生
に
よ
る
過
去
の
盲
目
的
破
壊
か
ら
「
古
来
か
ら
存
続
し
て
き
た
も
の
」

（K
S

A
1.

S
.

265

）
を
そ
の
都
度
救
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去
と
の
連
続
性
を
保
持
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
七



し
、
こ
の
歴
史
考
察
の
み
が
あ
ま
り
に
増
大
し
他
の
二
つ
の
考
察
の
仕
方
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
え
ば
、
す
な
わ
ち
現
在
の
生
が
過
去
の
歴

史
的
事
象
を
た
だ
過
去
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
保
存
す
る
こ
と
に
邁
進
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
こ
の
歴
史
考
察
は
、
単
な
る
「
過

睫

去
の
博
物
館
化
」
に
堕
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
頷
倒
は
、
保
存
し
尊
敬
す
る
人
間
を
「
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ク
に
う
ぬ

ぼ
れ
た
」
骨
董
的
回
顧
を
本
質
と
す
る
過
去
の
「
盲
目
的
蒐
集
狂
」
に
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
す
る
の
み
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

268

）。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
歴
史
考
察
の
頷
倒
形
式
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
前
節
の
（
蠢
）
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
歴
史
教
養
主
義

的
な
歴
史
考
察
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
ハ
）「
批
判
的
」
歴
史
考
察
は
「
苦
悩
し
解
放
を
求
め
る
人
間
」
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
現
在
の
困
窮
に
胸
を
締
め
つ
け

ら
れ
、
そ
の
困
窮
を
振
り
払
お
う
と
す
る
人
間
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
は
、「
記
念
碑
的
」、「
骨
董
的
」
考
察
の
双

方
に
よ
っ
て
賛
美
・
保
存
さ
れ
た
歴
史
的
事
象
を
そ
の
都
度
「
粉
砕
し
解
体
す
る
」（K

S
A

1.
S

.
269

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
生
が

睛

「
極
端
な
保
守
主
義
」
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歴
史
考
察
は
「
効
果
自
体
の
寄
せ
集
め
」（
記

念
碑
的
歴
史
）
で
あ
れ
、「
過
去
の
博
物
館
化
」（
骨
董
的
歴
史
）
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
歴
史
考
察
の
頷
倒
形
式
に
共
通
す
る
在
り
方
、
す

な
わ
ち
歴
史
を
単
な
る
気
晴
ら
し
や
慰
め
も
の
と
し
て
の
み
利
用
し
よ
う
と
す
る
現
在
の
生
の
在
り
方
に
批
判
的
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と

を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歴
史
考
察
の
み
が
あ
ま
り
に
増
大
し
他
の
二
つ
の
歴
史
考
察
の
仕
方
を
覆
い
隠
し
て
し

ま
え
ば
、
す
な
わ
ち
現
在
の
生
が
、
将
来
に
対
す
る
何
ら
の
建
設
意
欲
も
持
た
ず
に
、
す
べ
て
の
歴
史
に
対
し
て
裁
判
官
の
立
場
に
立
ち

強
権
を
揮
え
ば
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
歴
史
考
察
は
過
去
の
単
な
る
盲
目
的
破
壊
と
い
う
頷
倒
形
式
へ
と
堕
し
て
し
ま
う
（vgl.

K
S

A

1.
S

.
295

f

）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
頷
倒
は
、
苦
悩
し
解
放
を
求
め
る
人
間
を
「
故
郷
喪
失
の
放
浪
」（K

S
A

1.
S

.
149

）
へ
と
駆
り

立
て
る
。 ニ

ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
八



以
上
の
よ
う
に
、
三
種
の
歴
史
考
察
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
よ
る
他
の
二
つ
の
歴
史
考
察
の
独
断
的
支
配
と
い
う
形
で
の
過
去
と
の
関
わ

り
は
、
現
在
の
生
に
害
を
与
え
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
歴
史
考
察
の
担
い
手
と
し
て
の
現
在
の
生
は
、
お
の
れ
の
観
点
を
絶
対
視
し
た
悪

し
き
歴
史
の
主
観
化
へ
と
頷
倒
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ニ
ー
チ
ェ
は
三
種
の
歴
史
考
察
の
間
に
優
劣
関
係
を
認
め
な

睥

い
。
と
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
ら
三
種
の
歴
史
考
察
の
「
共
働
性
（das

G
em

ein
sam

e

）」
を
、
す
な
わ
ち
三
種
の
歴
史
考
察
が

睿

「
互
い
に
補
い
あ
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
」
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

共
働
性
は
「
現
在
の
最
高
の
力
」
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
歴
史
書
』
の
第
６
節
に
お
け
る
「
た
だ
現
在
の
最
高
の
力
を
も
っ
て
し
て
の
み
君
た
ち
に
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
解
釈
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
」（K

S
A

1.
S

.
293

f

）
と
い
う
発
言
は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
ニ
ー
チ
ェ

が
過
去
の
歴
史
的
事
象
を
現
在
の
尺
度
に
よ
っ
て
の
み
測
り
、
そ
れ
ら
を
現
在
の
生
へ
と
従
属
化
さ
せ
る
こ
と
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い

る
と
い
う
誤
解
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
発
言
の
す
ぐ
後
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
落
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
君
た
ち
の
も
っ
と
も
高
貴
な
特
性
を
も
っ
と
も
緊
張
さ
せ
て
こ
そ
初
め
て
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
う
ち
何
が
知
る
に
値
し
、
保
存

す
る
に
値
し
、
ま
た
偉
大
で
あ
る
か
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
さ
も
な
け
れ
ば
、
君
た
ち
は
過
ぎ
去
っ
た

も
の
を
君
た
ち
の
次
元
に
ま
で
引
き
摺
り
下
ろ
す
だ
け
な
の
で
あ
る
」（K

S
A

1.
S

.
294

）﹇
強
調
は
筆
者
に
よ
る
﹈

上
述
の
引
用
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
種
の
歴
史
考
察
の
「
共
働
性
」
に
よ
る
歴
史
的
考
察
は
、
過
去
を
現
在
の
生
の

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

五
九



「
次
元
に
ま
で
引
き
摺
り
下
ろ
す
」
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
生
の
尺
度
そ
の
も
の
が
批
判
的
に

吟
味
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
過
去
を
そ
の
尺
度
の
下
へ
と
即
座
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
対
す
る
戒
め
と
し
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
同
化
的
纂
奪
は
、
現
在
と
は
異
な
る
構
造
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
過
去
の
「
異
質
性
」、
あ

る
い
は
「
他
性
」
を
無
視
し
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
過
去
を
そ
れ
独
自
の
空
間
か
ら
引
き
ち
ぎ
る
こ
と

睾

を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
ニ
ー
チ
ェ
は
三
種
の
歴
史
考
察
に
よ
っ
て
「
過
去
そ
の
も
の
が
害
悪
を
蒙
る
」（K

S
A

1.
S

.

262

）
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
。
つ
ま
り
三
種
の
歴
史
考
察
も
現
在
の
関
心
構
造
に
そ
の
都
度
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
過
去
そ
の
も

の
を
歪
曲
し
、
現
在
の
目
的
の
た
め
に
そ
れ
を
一
方
的
に
纂
奪
す
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
現
在
の
最
高
の
力
」

に
よ
る
歴
史
考
察
が
、
こ
の
危
険
性
が
充
分
熟
知
さ
れ
た
上
で
、
な
お
か
つ
現
在
の
生
の
視
点
と
「
過
去
そ
の
も
の
か
ら
の
視
点
」
と
の

睹

整
合
性
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
試
み
は
「
過
去
を
そ
れ
自
身

に
即
し
て
測
る
」（K

S
A

1.
S

.
283

）
と
い
う
言
葉
で
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
過
去
を
そ
れ
自
身
に
即
し
て
測
る
」
と
は
、
現
在
の
生
の
関
心
を
す
べ
て
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
過
去
を
「
肖

像
画
的
な
忠
実
さ
」
で
も
っ
て
抽
出
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
前
節
の
（
蠢
）
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
純

粋
性
に
徹
す
る
歴
史
的
中
性
者
の
態
度
こ
そ
が
歴
史
に
対
す
る
無
関
心
性
、
な
ら
び
に
現
在
の
生
に
対
す
る
無
関
心
性
に
他
な
ら
ず
、
そ

こ
に
歴
史
教
養
主
義
的
態
度
の
欺
瞞
は
潜
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
過
去
を
そ
れ
自
身
に
即
し
て
測
る
」
と
は
、「
も
っ
と
も
高
貴
な
特

性
を
も
っ
と
も
緊
張
さ
せ
」
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
地
平
と
過
去
の
地
平
の
差
異
が
引
き
起
こ
す
精
神
的
緊
張
に
耐
え
、
過
去
の

瞎

事
象
を
自
ら
の
地
平
に
押
し
込
め
ず
、
そ
の
事
象
を
そ
の
も
の
と
し
て
挙
示
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
も

な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ロ
ー
マ
人
を
お
の
れ
と
等
し
い
も
の
と
し
て
扱
い
出
し
、
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
詩
人
の
身
体
が
解
剖
さ
れ
る

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

六
〇



の
を
待
っ
て
お
り
、
し
か
も
安
直
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
遺
骸
を
引
っ
掻
き
回
す
」（K

S
A

1.
S

.
283

）
と
い
っ
た
錯
誤

を
犯
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
現
在
と
過
去
と
の
時
間
・
空
間
的
隔
た
り
は
初
め
か
ら
無
視
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
隔
た
り

自
身
の
持
つ
積
極
的
契
機
は
看
過
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
次
の
テ
ー
ゼ
も
、
ま
ず
も
っ
て
そ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
過
去
を
し
て
現
在
の
墓
掘
り
人
に
し
た
く
な
い
の
な
ら
、
人
間
や
民
族
、
そ
し
て
文
化
の
持
つ
造
形
力
の
大
き
さ
が
正
確
に
知
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
造
形
力
と
は
お
の
れ
の
内
面
か
ら
固
有
の
仕
方
で
生
長
し
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
や
異
な
っ
た
も
の
を

創
り
直
し
、
お
の
れ
の
血
肉
と
し
、
傷
を
癒
し
、
喪
失
し
た
も
の
を
補
い
、
粉
砕
さ
れ
た
形
式
を
模
し
て
み
ず
か
ら
創
り
直
す
あ
の

力
で
あ
る
」（K

S
A

1.
S

.
251

）

「
芸
術
的
活
力
」（K

S
A

1.
S

.
292

）
と
し
て
の
「
造
形
力
」
を
創
造
力
豊
か
に
発
揮
さ
せ
、
過
去
を
お
の
れ
の
血
肉
と
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
歴
史
を
担
い
う
る
「
強
い
人
格
」（K

S
A

1.
S

.
283

）
へ
と
成
熟
す
る
た
め
に
は
、
過
去
そ
の
も
の
に
対
す
る
誠
実
性
が
ま
ず
も

瞋

っ
て
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
誠
実
性
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
過
去
の
そ
れ
ぞ
れ

が
持
つ
「
も
と
の
歴
史
的
な
基
調
音
」（K

S
A

1.
S

.
288

）
を
、
現
在
と
は
「
異
な
っ
た
も
の
」
と
し
て
自
覚
し
な
が
ら
、
そ
れ
を

「
も
っ
と
も
荒
々
し
い
逞
し
い
音
」（eb

en
d

a

）
と
し
て
保
存
し
つ
つ
、
そ
れ
を
現
在
と
の
正�

し�

い�

関�

係�

に�

お�

い�

て�

可
能
な
限
り
力
強
く

響
か
せ
る
こ
と
を
地
道
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
現
在
の
最
高
の
力
」
と

は
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
解
釈
し
て
い
る
よ
う
な
、
歴
史
の
恣
意
的
捏
造
へ
の
積
極
的
な
加
担
を
称
揚
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

六
一



く
「
現
在
の
最
高
の
力
」
と
は
、
歴
史
の
恣
意
的
捏
造
に
絶
え
ず
抗
す
る
力
、
す
な
わ
ち
イ
ェ
ー
ニ
ッ
ヒ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
概

念
化
を
拒
む
も
の
を
前
に
し
て
耐
え
抜
く
こ
と
、
恐
ろ
し
い
も
の
を
前
に
し
て
踏
み
止
ま
ら
せ
る
こ
と
、
不
気
味
な
も
の
を
受
け
入
れ
る

瞑
こ
と
」
の
で
き
る
力
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
提
唱
す
る
歴
史
研
究
の
「
新
し
さ
」
と
は
、
忘
却
の
正
し
い
獲
得
に
よ
っ
て

初
め
て
そ
の
正
当
性
を
持
つ
「
現
在
の
最
高
の
力
」
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
、
絶
対
視
さ
れ
た
現
在
の
観
点
か
ら
は
洩
れ
落
ち
て
し
ま

う
、
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
一
回
的
・
個
性
的
な
過
去
を
救
出
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
救
出
に
お
い
て
初
め
て
直
面
す
る
過

去
と
の
対
話
に
よ
る
現
在
の
批
判
的
克
服
と
い
う
点
に
こ
そ
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
蠡
）
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
歴
史
的
な
も
の
の
研
究
」
が
掲
げ
る
課
題
―
ニ
ー
チ
ェ
と
の
共
通
性
―

以
上
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
「
現
在
の
最
高
の
力
」
を
基
盤
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
思
惟
は
、「
ブ
ル
ク
ハ
ルcon

tra

ニ
ー
チ

ェ
」（JB

.
S

.
51

）
と
い
う
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
掲
げ
た
根
本
的
な
解
釈
図
式
に
反
し
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
提
唱
す
る
「
歴
史
的
な
も
の

の
研
究
」
が
掲
げ
る
課
題
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
『
世
界
史
的
考
察
』
の
序
論
な
ら
び
に
第
６
章
に

お
い
て
、「
所
有
欲
」
や
「
営
利
心
」
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
現
在
の
「
願
望
」（
あ
る
い
は
「
意
図
」）
を
こ
れ
ま
で
の
歴
史
に
投
影

し
、
そ
れ
ら
に
即
し
て
過
去
の
幸
・
不
幸
を
判
断
す
る
見
方
を
厳
し
く
斥
け
て
い
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
遠
い
時
代

の
望
ま
し
い
も
の
を
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
の
楽
し
み
へ
と
す
り
か
え
る
」「
回
顧
的
な
性
急
さ
」（W

B
.

S
.

184

）
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
よ

う
な
性
急
さ
は
現
在
と
「
盲
目
的
に
迎
合
す
る
こ
と
」（W

B
.

S
.

8

）
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
歴
史
的
な
も

の
の
研
究
」
は
、
こ
の
「
回
顧
的
性
急
さ
」
に
対
峙
さ
れ
て
呈
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
掲
げ
る
課
題
と
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り
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「
総
じ
て
人
は
様
々
な
意
図
的
な
見
解
に
は
そ
の
時
々
に
完
全
に
背
を
向
け
て
、
認
識
で
あ
る
が
ゆ
え
に
認
識
に
向
か
う
と
い
っ
た

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
時
と
し
て
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
幸
福
や
不
幸
に
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
何
の
関
係
が
な
く

て
も
、
歴
史
的
な
も
の
（G

esch
ich

tlich
es

）
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」（W

B
.

S
.

13

）﹇
強
調
は
筆
者
に
よ

る
﹈

「
現
に
在
り
、
常
に
在
っ
た
、
ま
た
在
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
人
間
」
的
事
実
に
立
脚
し
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
的
考
察
は
、
ニ
ー

チ
ェ
と
同
様
に
、
歴
史
の
縦
断
面
の
み
を
与
え
る
こ
と
に
邁
進
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
歴
史
哲
学
を
拒
絶
す
る
（vgl.

W
B

.
S

.
1

ff

）。
ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
に
し
た
が
え
ば
、
過
去
の
年
代
記
的
な
排
列
を
特
質
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
歴
史
哲
学
は
、
現
在
と
過
去
を
発
展
的
史
な
媒

介
に
よ
っ
て
直
線
的
に
連
関
付
け
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
過
去
を
現
在
に
至
る
ま
で
の
「
前
段

階
」（W

B
.

S
.

3

）
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
歴
史
の
意
味
を
現
在
か
ら
規
定
し
よ
う
と
す
る
隠
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム

で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
こ
の
自
己
閉
鎖
的
な
現
在
の
状
態
を
打
破
す
る
た
め
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
眼
が
す
ぐ
さ
ま
﹇
意
図
や
願
望

に
よ
っ
て
―
引
用
者
﹈
利
己
的
に
曇
ら
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
」（W

B
.

S
.

8

）
領
野
へ
と
眼
を
向
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
そ

の
領
野
は
、
歴
史
の
「
横
断
面
」
を
可
能
な
限
り
多
く
の
方
向
に
お
い
て
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
の
み
、
す
な
わ
ち
発
展
史
的
な
媒

介
に
よ
っ
て
過
去
を
現
在
に
即
座
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
を
中
断
さ
せ
、
過
去
を
ど
こ
ま
で
も
現
在
に
と
っ
て
「
疎
遠
な
も
の
」
と
し
て
保

持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
開
か
れ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、
過
去
の
す
べ
て
は
「
そ�

の�

時�

代�

に�

対�

す�

る�

そ
の
時
代
の
考
え
や
関
心
を
告
げ
知
ら
せ
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
に
迎
合
す
る
こ
と
の
な
い
」「
異
な
る
様
式
を
持
っ
た
（frem

dar-

tig

）」
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（W

B
.

S
.

13

）。

ニ
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史
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葉
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し
た
が
っ
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
の
「
真
の
歴
史
認
識
」（W

B
.

S
.

183

）
と
は
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
過
去
を
お
の
れ
の
前
に
措

定
・
対
象
化
し
、
そ
れ
を
「
冷
た
く
客
観
的
に
取
り
扱
う
こ
と
」
で
は
な
い
（vgl.

W
B

.
S

.
195

）。
そ
う
で
は
な
く
、「
疎
遠
な
も
の
」

と
し
て
の
過
去
を
そ
れ
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
の
内
部
に
お
い
て
現
在
の
精
神
が
過
去
の
精
神
と
「
共
に
体
験
す
る
」（W

B
.

S
.

196

）
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
お
の
れ
の
歴
史
的
考
察
の
本
質
を
、「
わ
れ
わ
れ
の
心
の
裡
に
響
い
て
来
る
」「
繰
り
返
す
も

の
、
恒
常
的
な
も
の
、
典
例
的
な
も
の
」
の
絶
え
ざ
る
内
面
化
（
想
起
）
と
特
徴
付
け
て
い
る
（W

B
.

S
.

3

）。
そ
れ
は
、
一
回
的
・
個

別
的
な
過
去
の
事
象
か
ら
「
移
ろ
う
こ
と
の
な
い
」「
精
神
的
な
側
面
」（W

B
.

S
.

4

）
を
直
観
的
に
把
捉
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
イ
ェ

ー
ニ
ッ
ヒ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
文
化
の
歴
史
的
固
有
性
に
お
い
て
ま
さ
に
交
換
不
可
能
な
も
の
、
取
り
違
え
よ
う
の
な
い
も
の

瞠

を
な
し
て
い
る
、
形
態
を
刻
印
付
け
る
力
」
の
絶
え
ざ
る
内
面
化
（
想
起
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
過
去
の
精
神
と
の
「
歴
史

的
連
続
性
」
の
保
持
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
「
歴
史
的
な
も
の
」
の
考
察
と
は
、
こ
の
連
続
性
の
絶
え
ざ
る
保
持
に

お
い
て
、
過
去
の
精
神
が
語
り
か
け
て
く
る
事
柄
を
素
直
に
受
け
取
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
的
考
察
は
、『
道
徳
の
系
譜
』
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
以
下
の
発
言

と
極
め
て
近
い
立
場
に
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
（
中
略
）
遥
か
遠
く
隔
た
っ
た
も
の
（das

F
ern

e
）、
過
去
の
も
の
、
そ
の
都
度
の
も
の
（Jeglich

es

）
を
尊
重
す

る
。
総
じ
て
そ
れ
を
見
た
か
ら
と
い
っ
て
﹇
現
在
の
﹈
魂
が
自
己
弁
護
を
し
た
り
胸
を
閉
じ
た
り
す
る
必
要
の
な
い
も
の
、
―
大�

き�

な�

声�

を�

張�

り�

上�

げ�

な
く
て
も
、
人
が
そ
れ
と
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
何
か
を
尊
重
す
る
。﹇
過
去
の
﹈
精
神
が
語
る
時
、
そ

の
精
神
の
持
つ
声
音
に
耳
を
傾
け
る
（h

öre

）
だ
け
で
よ
い
。
お
の
お
の
の
精
神
は
お
の
れ
の
声
音
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
声
音

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
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を
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（K

S
A

5.
S

.
353

）﹇
傍
点
は
ニ
ー
チ
ェ
、
注
釈
・
強
調
は
筆
者
に
よ
る
﹈

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
歴
史
的
な
も
の
の
研
究
」
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
「
骨
董
的
」
歴
史
考
察
の
絶
対

化
で
も
な
け
れ
ば
、
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
解
釈
す
る
よ
う
に
、
保
守
的
心
術
に
の
み
基
づ
い
た
時
代
（
現
在
）
か
ら
の
単
な
る
逃
避
で
も
な

い
。
ま
た
、
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
は
、
本
節
の
（
蠢
）
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
過
去
の
現
在
へ
の
同
化
的
纂
奪
に
よ

る
歴
史
の
恣
意
的
捏
造
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
に
絶
え
ず
抗
す
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い

た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
は
共
に
、
現
在
の
直
接
的
な
関
心
か
ら
離
れ
、
過
去
の

精
神
が
固
有
に
持
っ
て
い
る
声
音
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
全
く
も
っ
て
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
洞
察
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
こ
の
思
索
的
共
通
性
こ
そ
が
、「
想
起
―
忘
却
」
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
ニ
ー
チ
ェ

の
思
索
上
の
差
異
を
殊
更
強
調
す
る
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
完
全
に
洩
れ
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。

「
文
化
の
根
本
思
想
」（K

S
A

1.
S

.
756

）
と
し
て
の
「
す
べ
て
の
時
代
の
偉
大
な
も
の
が
互
い
に
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
連
続
性
を
持

っ
て
い
る
こ
と
へ
の
信
頼
」（K

S
A

1.
S

.
260

）、
そ
れ
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
同
様
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
し
た
が
え
ば
、
そ
の
信
頼
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
中
か
ら
知
る
に
値
す
る
も
の

や
保
存
す
る
に
値
す
る
も
の
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
俗
物
文
化
と
は
性
格
を
異
に
し
た
文

瞞

化
の
構
築
と
し
て
の
未
来
へ
の
企
投
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
「
新
た
な
歴
史
研
究
」
は
具
体
的
に
は
何
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
現
在
の
最
高
の
力
」
を
備
え
た
人
士
が
、
過
去
の
精
神
の
声
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
場
は
何
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
だ
ろ
う

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り
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か
。
最
後
に
そ
の
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
論
と
芸
術
論
の
思
索
的
連
続
性
の
所
在
の
一
端
を
示
し
た
い
。

第
４
節
「
作
品
」
と
し
て
の
芸
術
の
性
格
―
結
び
に
か
え
て
―

こ
れ
ま
で
に
お
い
て
、「
現
在
の
最
高
の
力
」
が
現
在
と
は
異
な
る
構
造
を
持
つ
過
去
を
そ
れ
と
し
て
保
持
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
過
去

の
事
象
を
そ
れ
自
身
の
地
平
か
ら
語
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
力
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ

瞰

の
力
が
正
当
に
発
揮
さ
れ
た
時
に
初
め
て
、
歴
史
の
垂
直
方
向
に
お
い
て
「
現
在
と
過
去
の
出
会
い
」
が
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
過
去
の
精
神
の
「
声
音
」
は
現
在
の
生
に
と
っ
て
「
も
っ
と
も
大
切
な
も
の
」（K

S
A

1.

S
.

280

）
と
し
て
の
「
過
去
の
言
葉
（D
er

S
p

ru
ch

d
er

V
ergan

gen
h

eit

）」（K
S

A
1.

S
.

294

）
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い

瞶

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
と
同
様
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
絶
え
ず
「
謎
」
と
し
て
留
ま
り
続
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
在
の

生
が
そ
の
謎
に
暴
力
・
独
断
的
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。
と
言
う
の
も
、
謎
と
し
て
の
「
過
去
の
言
葉
」
は
現
在

の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
語
る
こ
と
に
お
い
て
、
初
め
て
そ
の
意
味
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
た
課
題
と

は
、『
歴
史
書
』
の
第
１０
節
に
お
い
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
が
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
固
有
の
空
間
を
開
き
、
そ
の
空

間
に
お
い
て
顕
わ
れ
る
謎
に
そ
の
都
度
「
応
答
」
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

333

）。『
歴
史
書
』
の
思
索
的
本
質

は
こ
こ
に
収
斂
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
の
固
有
の
空
間
を
開
く
も
の
と
は
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
別
の
言
い
方
を

す
れ
ば
、「
現
在
の
最
高
の
力
」
が
目
指
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
過
去
の
精
神
の
声
音
を
聞
く
こ
と
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
場
そ
の

も
の
は
何
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

六
六



『
歴
史
書
』
に
お
い
て
は
、「
超
歴
史
的
な
も
の
」
と
見
な
さ
れ
る
「
芸
術
」
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
芸
術
把
捉
の
意
味
は
、『
悲
劇
の
誕
生
』
以
前
に
お
け
る
「
そ
れ
ぞ
れ
の
真
な
る
芸
術
作
品
は
、
歴
史
学
的
な
諸
前
提
（h

is-

torisch
e

V
orau

ssetz

﹇u
n

gen

﹈）
な
し
に
受
け
入
れ
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
」（B

A
W

,
III,

S
.

326,

強
調
は
筆
者
）
と
い
う

ニ
ー
チ
ェ
の
発
言
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
発
言
に
お
け
る
「
歴
史
学
的
な
諸
前
提
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
作
品
を
実
用
本
位
の
好
奇
心
に
基
づ
き
、
そ
の
事
実
的
な
成

立
条
件
か
ら
分
析
的
に
説
明
す
る
こ
と
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
を
指
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
顕
微
鏡
的
穿
鑿

に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
作
品
が
独
自
に
持
っ
て
い
る
「
生
き
生
き
と
し
た
働
き
か
け
」（K

S
A

1.
S

.
298

）
は
覆
い
隠
さ
れ
て

し
ま
う
。
確
か
に
歴
史
学
的
な
知
識
も
作
品
理
解
に
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
芸
術
作
品
に
よ
る
「
働
き
か
け
」
は
、
歴
史
学
的
教
養
の
蓄

積
に
よ
っ
て
は
決
し
て
汲
み
尽
く
さ
れ
え
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
反
っ
て
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

280

）。
逆

に
言
え
ば
、
現
在
か
ら
ど
れ
ほ
ど
遠
い
過
去
に
お
い
て
成
立
し
た
芸
術
作
品
で
あ
れ
、
そ
れ
が
後
世
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
品
は
過
去
の
精
神
の
す
べ
て
を
伴
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
直
接
的
に
働
き
か
け
る
力
、
す
な
わ
ち
「
遠
隔

瞹

に
及
ぼ
す
作
用
（actio
in

distan
s

）」（K
S

A
1.

S
.

298
）
を
お
の
れ
自
身
の
内
に
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

芸
術
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
「
超
歴
史
的
な
も
の
」
と
見
な
さ
れ
る
理
由
の
一
端
は
こ
こ
に
存
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
に
お

い
て
は
、
芸
術
の
「
作
品
」
と
し
て
の
性
格
、
あ
る
い
は
芸
術
の
「
現
象
」
と
し
て
の
性
格
は
、
歴
史
学
的
な
知
識
に
関
わ
り
な
く
、
単

な
る
時
間
的
継
起
と
し
て
の
連
続
性
を
飛
び
超
え
、
現
在
と
過
去
と
を
直
接
的
に
出
会
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ

瞿

け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
の
精
神
の
創
造
物
と
し
て
の
芸
術
作
品
は
、
い
わ
ば
現
在
と
過
去
の
「
高
貴
な
精
神
的
対
話
」
の
場

そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
対
話
に
お
い
て
「
過
去
の
言
葉
」
は
お
の
れ
自
身
を
露
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

六
七



「
過
去
の
言
葉
」
は
芸
術
と
の
内
的
関
わ
り
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
現
在
の
最
高
の
力
」
を
備
え
た
人
士
が
芸
術
作
品
の
内
へ
と
「
愛

を
込
め
て
沈
潜
す
る
こ
と
」（K

S
A

1.
S

.
292

）
に
お
い
て
、「
芸
術
の
言
葉
」
と
し
て
お
の
れ
自
身
を
語
る
の
で
あ
る
。『
歴
史
書
』
に

お
い
て
呈
示
さ
れ
た
「
過
去
の
言
葉
の
聞
き
取
り
」
と
い
う
課
題
は
、『
悲
劇
の
誕
生
』
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
た
、
芸
術
と
の
内
的
関
わ

り
に
お
け
る
「
芸
術
の
言
葉
へ
の
傾
聴
」
と
い
う
課
題
へ
と
収
斂
さ
れ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
考
察
と
芸
術
的
考

察
の
融
合
、
す
な
わ
ち
『
歴
史
書
』
と
『
悲
劇
の
誕
生
』
の
思
索
的
連
続
性
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
「
芸
術
の
言
葉
」
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
言
葉
は
ギ
リ
シ
ア

精
神
と
の
「
断
絶
」
に
お
い
て
断
絶
「
と
し
て
」、
す
な
わ
ち
近
代
文
化
の
根
源
苦
「
と
し
て
」
響
き
渡
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

119

）。
そ
し
て
、
そ
の
芸
術
の
言
葉
に
対
す
る
「
応
答
」
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
受
苦
の
徹
底
化
と
し
て
の

“m
e-

m
en

to
vivere”

へ
の
覚
醒
と
い
う
形
を
取
る
（vgl.

K
S

A
1.

S
.

304

）。
し
か
し
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に

す
る
。

＊
ニ
ー
チ
ェ
の
著
作
の
引
用
は
、
す
べ
てK

ritisch
e

S
tu

d
ien

au
sgabe

（
略
し
てK

S
A

）,h
erau

sgegeben
von

G
iorgio

C
olli

u
n

d
M

azzin
o

M
on

tin
ari,G

ru
yter,1999,

に
拠
っ
て
い
る
。

＊
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト‥

『
世
界
史
的
考
察
』
か
ら
の
引
用
は
、G

esam
m

elte
W

erke
IV

,
S

ch
w

abe
&

co.
V

erlag.
B

asel/S
tu

ttgart,

1978,

に
拠
っ
て
お
り
、
本
文
中
で
は“W

B
”

と
表
記
し
て
い
る
。

＊
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト‥

『
ヤ
ー
コ
プ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
』
か
ら
の
引
用
は
、K

arl
L

öw
ith

:
J

acob
B

u
rckh

ard
t−

D
er

M
en

sch
in

m
itten

d
er

G
esch

ich
te−

,
V

ita
N

ova
V

erlag
L

u
zern

,
1936,

に
拠
っ
て
お
り
、
本
文
中
で
は“JB

”

と
表
記
し
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

六
八



注盧

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
論
「「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
」
と
「
芸
術
の
声
へ
の
傾
聴
」」、『
関
西
学
院
哲
学
研
究
年
報
』
第
三

八
号
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
の
こ
と
。

盪

そ
れ
に
対
し
て
、
マ
イ
ア
ー
は
「「
超
歴
史
的
な
も
の
」
は
『
歴
史
書
』
に
お
い
て
、
中
心
的
で
基
準
と
な
る
範
疇
で
あ
る
」
と
述
べ
、
レ
ー
ヴ

ィ
ッ
ト
が
そ
の
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
、K

atrin
M

eyer
:

Ä
sth

etik
d

er
H

istorie,
K

ön
igh

au
sen

&
N

eu
m

an
n

,
1998,

S
.

132.

蘯

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
、
生
と
歴
史
の
本
質
的
連
関
を
問
題
と
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
論
の
積
極
的
・
現
代
的
意
義
を
取
り
出
し
て
い
る
の

が
、
嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、『
世
紀
末
は
動
く
』、
松
籟
社
、
一
九
九
五
、
で
あ
る
。
筆
者
は
ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
論
に
つ
い
て

同
論
文
か
ら
多
く
を
学
び
、
本
論
文
の
多
く
も
そ
れ
に
負
っ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
イ
ェ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
る
以
下
の
二
論
文
に
も
多
く

を
負
っ
て
い
る
。
漓D

er
N

ach
teil

u
n

d
der

N
u

tzen
der

m
odern

en
H

istorie
n

ach
N

ietzsch
e,

in
:

W
elt-G

esch
ich

te
:

K
u

n
stgesch

ich
te,

K
öln

,1975
滷N

ietzsch
es

K
ritik

der
h

istorisch
en

W
issen

sch
aften

,
in

:
P

raxis
:

a
ph

ilosoph
ical

J
ou

rn
al

6,Z
agreb,1970.

盻

D
ieter

Jäh
n

ig
:

D
er

N
ach

teil
u

n
d

der
N

u
tzen

der
m

odern
en

H
istorie

n
ach

N
ietzsch

e,
S

.
74.

但
し
『
歴
史
書
』
に
お
い
て
は

「
理
論
化
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

眈

ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
を
具
体
的
に
「
考
え
る
機
械
、
書
く
機
械
、
語
る
機
械
」（K

S
A

1.S
.

282

）
と
表
現
し
て
い
る
。

眇

V
gl.

D
ieter

Jäh
n

ig
:

N
ietzsch

es
K

ritik
der

h
istorisch

en
W

issen
sch

aften
,

S
.

233.

眄

嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
五
ペ
ー
ジ
。

眩

D
ieter

Jäh
n

ig
:

D
er

N
ach

teil
u

n
d

der
N

u
tzen

der
m

odern
en

H
istorie

n
ach

N
ietzsch

e,S
.80

f.

眤

G
.

W
.

F
.

H
egel:

V
orlesu

n
gen

ü
ber

d
ie

P
h

ilosoph
ie

d
er

G
esch

ich
te,

S
u

h
rkam

p,
1970,S

.33
ff.

眞

Ibid.,S
.40.

眥

竹
内
綱
史‥

「
生
・
全
体
性
・
歴
史
―
ニ
ー
チ
ェ
『
歴
史
の
利
害
』
の
根
本
問
題
―
」、
実
存
思
想
協
会
、
第
二
〇
回
大
会
発
表
、
二
〇
〇
四
、
第

２
節
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
と
同
様
、
あ
る
い
は
彼
以
上
に
「
全
体
の
措
定
」、
あ
る
い
は
「
全
体
の
優
位
」
に
潜
む
野
蛮
性
を
見
て

い
た
の
が
ア
ド
ル
ノ
で
あ
る
。
彼
は
『
ミ
ニ
マ
・
モ
ラ
リ
ア
』
の
「
思
索
の
モ
ラ
ル
に
よ
せ
て
」（
４６
番
）
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

六
九



る
。「﹇
全
体
の
優
位
は
―
引
用
者
﹈
個
別
的
な
も
の
を
、
捉
え
た
か
捉
え
な
い
か
に
た
ち
ま
ち
通
過
駅
の
よ
う
な
も
の
に
引
き
摺
り
降
ろ
し
、
は

て
は
苦
し
み
や
死
と
さ
え
も
、
反
省
の
中
で
し
か
起
こ
り
得
な
い
和
解
の
た
め
に
、
大
急
ぎ
で
折
り
合
い
を
つ
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」（G

S
4.

S
.

81

）。

眦

嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
七
ペ
ー
ジ
。

眛

V
gl.

K
atrin

M
eyer

:
Ä

sth
etik

d
er

H
istorie,

S
.

95.

眷

Ibid.,S
.96.

眸

V
gl.

H
artm

u
t

S
ch

röter
:

H
istorisch

e
T

h
eorie

u
n

d
gesch

ich
tlich

es
H

an
d

eln
,

S
.

291.

「
地
平
と
は
、
第
一
義
的
に
は
視
野
の
制
限

性
や
、
行
為
の
制
限
性
と
い
う
側
面
の
下
で
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
開
示
し
つ
つ
視
る
こ
と
（ein

e
eröffn

en
de

S
ich

t

）
と
し
て
見
な

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（eben

da

）。

睇

G
ü

n
ter

F
igal:

N
ietzsch

e.
E

in
e

ph
ilosoph

isch
e

E
in

fü
h

ru
n

g,
R

eclam
,

1998,S
.

59.

そ
こ
に
お
い
て
「
限
定
さ
れ
た
地
平
」
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
地
平
は
お
の
れ
に
固
有
の
広
さ
（W

eite

）
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
狭
さ
（E

n
ge

）
も
持
っ
て
い

る
。
た
だ
現
在
の
広
さ
に
お
い
て
の
み
、
何
か
が
現
出
し
う
る
の
で
あ
り
、
た
だ
狭
さ
が
現
在
を
し
て
、﹇
過
去
を
﹈
見
渡
す
こ
と
を
可
能
と
す

る
地
平
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
」。

睚

V
gl.

K
atrin

M
eyer

:
Ä

sth
etik

d
er

H
istorie,

S
.

96.

睨

Ibid.,S
.96.

睫

Ibid.,S
.74.

睛

K
arl-H

ein
z

V
olkm

an
n

-S
ch

lu
ck

:
L

eben
u

n
d

B
ew

u
ßtsein

,
in

:
L

eben
u

n
d

D
en

ken
-In

terpretation
zu

r
P

h
ilosoph

ie

N
ietzsch

es-,
F

aM
,

1968,
S

.
22.

睥

D
ieter

Jäh
n

ig
:

D
er

N
ach

teil
u

n
d

der
N

u
tzen

der
m

odern
en

H
istorie

n
ach

N
ietzsch

e,S
.

72.

睿

嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
二
ペ
ー
ジ
。

睾

D
ieter

Jäh
n

ig
:

D
er

N
ach

teil
u

n
d

der
N

u
tzen

der
m

odern
en

H
istorie

n
ach

N
ietzsch

e,S
.

77.

睹

嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
三
ペ
ー
ジ
。

瞎

嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
六
ペ
ー
ジ
。

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り

七
〇



瞋

嶺

秀
樹‥

「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
三
ペ
ー
ジ
。

瞑
D

ieter
Jäh

n
ig

:
N

ietzsch
es

K
ritik

der
historisch

en
W

issen
sch

aften
,S

.232.
瞠

D
ieter

Jäh
n

ig
:

D
er

N
ach

teil
u

n
d

der
N

u
tzen

der
m

odern
en

H
istorie

n
ach

N
ietzsch

e,S
.

95.

瞞

V
gl.

K
atrin

M
eyer

:
Ä

sth
etik

d
er

H
istorie,

S
.

159.

瞰

嶺

秀
樹‥
「
ニ
ー
チ
ェ
と
デ
ィ
ル
タ
イ
」、
四
六
ペ
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瞿

ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
具
体
的
な
例
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ゲ
ー
テ
は
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ
の
記
念
碑
的
建
築

物
の
前
に
立
っ
た
の
だ
。
ゲ
ー
テ
の
感
覚
の
嵐
に
よ
っ
て
二
人
の
間
を
隔
て
て
い
た
歴
史
（
学
）
的
な
雲
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
引
き
裂
か
れ
た
」（K

S
A

1.
S

.
266

）。

（
大
学
院
研
究
員
）

ニ
ー
チ
ェ
の
歴
史
的
客
観
性
批
判
と
「
過
去
の
言
葉
」
の
聞
き
取
り
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