
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

三

　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
パ
リ
亡
命
時
代
の
友
人
に
、
ゾ
ー
マ
・
モ
ル

ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
と
い
う
人
物
が
い
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
生
ま
れ
ウ
ィ
ー
ン
で

文
筆
活
動
を
行
な
い
、
小
説
家
と
し
て
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
一
九
三
八
年
三

月
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
パ

リ
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
作
家
で
あ
る
。

　

彼
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
に
、
米
国
を
め
ざ
し
た
フ
ラ
ン
ス
出
国
の
さ
い
に

命
を
落
と
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
マ
ル
セ
イ
ユ
か
ら
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
、
リ
ス
ボ

ン
を
経
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
り
、
そ
の
地
で
八
十
五
歳
と
い
う
天
寿
を
ま
っ

と
う
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
原
稿
・
草
稿
類
の
ほ
と
ん

ど
を
後
世
に
遺
す
こ
と
が
で
き
た
の
と
は
対
照
的
に
、
逃
亡
生
活
の
な
か
で
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
所
持
原
稿
を
失
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
が
不
遇
の
境
涯
で
迎
え
た
晩
年
、
旧
友
ゲ
ル

シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
に
宛
て
た
二
通
の
手
紙
の
な
か
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
過

ご
し
た
パ
リ
の
日
々
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

《
一
九
三
九
年
の
八
月
二
十
三
日
に
独
ソ
不
可
侵
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。

そ
の
報
道
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
た
い
へ
ん
な
衝
撃
と
な
っ
た
。
一

週
間
ほ
ど
し
て
彼
が
訪
ね
て
き
た
と
き
に
は
、
お
そ
ら
く
毎
晩
眠
れ
ず
睡

眠
薬
を
使
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
か
な
り
憔
悴
し
て
見
え
た
。

　

そ
の
当
時
、
お
お
か
た
の
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
が
独
ソ
不
可
侵
条
約
締
結
を

肯
定
し
て
お
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
を
積
極
的
に
評
価
し
す
ら
し
て
い
た
の
だ

が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
と
い
え
ば
、
こ
れ
で
も
う
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
理
念
は

潰
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
自
分
は
そ
う
す
ぐ
に
立
ち
直
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
会
話
を
進
め
る
な
か
で
、
ナ
チ
ズ

ム
と
結
託
す
る
と
い
う
今
回
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
所
業
に
よ
り
、
史
的
唯
物

論
へ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
信
頼
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
あ
る
日
の
会
食
の
席
上
、
彼
が
読
ん
で
聞
か
せ
て
く
れ
た
の

が
「
史
的
唯
物
論
の
改
訂
の
た
め
の
十
二
の
テ
ー
ゼ
」
で
あ
る
。
そ
の
第

一
テ
ー
ゼ
は
明
ら
か
に
、
現
在
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
と
し
て
知
ら

れ
る
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
と
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
。》

　

い
ま
ひ
と
つ
に
ま
と
め
て
概
要
を
紹
介
し
た
二
通
の
手
紙
（
一
九
七
〇
年
十
一

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読

│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

鹿　

島　
　
　

徹



四

月
二
日
お
よ
び
一
九
七
二
年
十
二
月
十
二
日
付
）
に
は
、
じ
つ
は
内
容
的
に
相
矛
盾
す

る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
二
通
目
の
後
半
で
ホ

ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
遺
稿
を
隠
匿
し
、
そ
の
遺
産
に

依
拠
し
て
「
批
判
理
論
」
な
る
も
の
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
臆
測
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ

れ
た
旧
版
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
全
集
（W

alter Benjam
in G

esam
m
elte Schriften, 

hrsg. von R. T
iedem

ann u. H
. Schw

eppenhäuser, Frankfurt a.M
.: 

Suhrkam
p 1972-1989

│
以
下GS

と
略
記
）
の
補
巻
で
全
文
が
は
じ
め
て
公

に
さ
れ
た
と
き
に
は
、
内
容
の
信
憑
性
に
つ
き
、
全
集
編
者
は
か
な
り
否
定
的

な
評
価
を
下
し
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
ほ
と
ん
ど
取
る
に
足
ら
な
い
、
と
で
も
言

わ
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
（cf. GS V

II･2, 770-3
）。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
八
年
に

新
し
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
全
集
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
、
第
十
九
巻
と
し
て
「
歴
史
の

概
念
に
つ
い
て
」
の
新
し
い
校
訂
版
が
二
〇
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
事
態
は
一
変
し
た
。
編
者
で
あ
るGérald Raulet

の
考
証
に
よ
り
、
モ

ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
回
想
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
信
頼
の
お
け
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
（cf. W

alter B
enjam

in 

W
erke und N

achlaß. K
ritische G

esam
tausgabe, Bd.19, Frankfurt a. 

M
.: Suhrkam

p, 182f.

│
以
下
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
括
弧
内
に
挿
入
す
る
）。

　

既
成
の
史
的
唯
物
論
へ
の
全
面
的
な
幻
滅
に
立
脚
す
る
、
新
し
い
「
史
的
唯

物
論
」。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
ま

ざ
ま
な
論
者
に
よ
り
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
私
も
以
前
、
自
分
な
り
の
理
解

を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
（
鹿
島
徹
『
可
能
性
と
し
て
の
歴
史
│
│
越
境
す
る
物
語
り

理
論
』
二
〇
〇
六
年
、
岩
波
書
店
、
第
五
章
）。
だ
が
新
全
集
版
の
刊
行
は
、
新
た
な

編
集
成
果
を
取
り
入
れ
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
を
仔
細
に
検
討
し
、
あ
ら
た
め
て
そ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
恰
好
の
機
会
で
あ
る
。
そ
う
し
た
解
釈

作
業
を
通
じ
て
、
い
ま
ま
さ
に
現
下
に
生
じ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
に
つ
い

て
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
は
多
く
の
こ
と
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

新
し
い
全
集
の
全
体
を
統
括
す
る
編
者
はChristoph Gödde

とH
enri 

Lonitz

の
二
人
で
あ
り
、
と
も
に
テ
オ
ド
ア
・
Ｗ
・
ア
ド
ル
ノ
と
シ
ョ
ー
レ

ム
が
監
修
し
た
旧
版
全
集
の
編
集
作
業
に
、
最
終
段
階
で
参
加
し
た
人
物
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
引
き
続
い
て
六
巻
本
の
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
全
書
簡
』（W

alter 

Benjam
in G

esam
m
elte Briefe, Frankfurt a. M

.: Suhrkam
p 2000

│

以
下GB

と
略
記
）
を
共
同
編
集
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
仕
事
の
蓄
積
の
う
え
に
、

新
た
な
全
集
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、「
テ
ク
ス
ト
批
判
的
全
集
」

と
謳
う
だ
け
あ
っ
て
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
収
録
巻
だ
け
に
か
ぎ
っ
て

も
従
来
の
版
と
は
面
目
を
一
新
し
て
い
る
。

　

そ
の
最
大
の
特
色
は
、
第
一
に
、
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
歴
史
の
概
念

に
つ
い
て
」
の
二
つ
の
自
筆
原
稿
と
四
つ
の
タ
イ
プ
原
稿
を
、
す
べ
て
そ
の
ま

ま
活
字
化
し
、
自
筆
原
稿
に
つ
い
て
は
縮
小
版
で
は
あ
る
が
写
真
版
も
付
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
使
わ
れ
て
い
る
用
紙
や
字
句
の
異
同
な
ど
か
ら
成
立
の



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

五

順
序
を
推
定
し
（cf. 191ff

）、
そ
の
順
に
配
列
し
て
は
い
る
が
、
ど
の
原
稿
も

│
│
従
来
「
フ
ラ
ン
ス
語
訳
」
と
さ
れ
な
が
ら
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
原
稿
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
た
め
新
た
に
「
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
自
筆
原
稿
も
含
め
│
│
同
等
の
価
値
を
も
つ
と
見
な
し
て
い
る
（cf. 

159f

）。

　

そ
れ
ゆ
え
第
二
に
、
従
来
の
編
集
版
の
よ
う
に
特
定
の
原
稿
を
底
本
と
し
、

こ
れ
を
他
の
原
稿
と
比
較
し
校
訂
し
て
、
統
一
テ
ク
ス
ト
を
作
り
上
げ
る
と
い

う
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
標
準
版
と
見
な
さ
れ
、
四

十
年
近
く
に
わ
た
り
各
国
語
訳
の
底
本
と
も
さ
れ
て
き
た
一
九
七
四
年
刊
の
旧

全
集
所
収
テ
ク
ス
ト
（GS Bd.I･2, 691ff.
）
は
、
一
方
で
大
き
く
疑
問
の
余
地
の

あ
る
も
の
に
な
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
が
な
い

と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
成
立
の
過
程
で
書
か
れ
た
草
案
・
断
片
は
、
旧
全
集
で
は
編
者
の

定
め
た
分
類
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
も
と
も
と
保
存
・
整
理

さ
れ
た
さ
い
の
順
序
で
刊
行
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
原
稿
部
分
も
そ
う
で
あ
る

が
、
こ
の
部
分
に
も
活
字
印
刷
で
可
能
な
か
ぎ
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
削
除

や
挿
入
を
再
現
す
る
よ
う
試
み
ら
れ
て
い
る
。
編
者
の
判
断
で
「
歴
史
の
概
念

に
つ
い
て
」
と
関
係
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
選
ば
れ
て
い
る
点
は

変
わ
り
な
い
が
、
旧
全
集
で
は
当
該
巻
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
断
片
も
い
く
つ

か
新
た
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
（cf. 190f.

）。

　

こ
の
新
全
集
版
に
よ
っ
て
、
史
料
的
に
な
に
か
新
し
い
も
の
が
公
に
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
自
筆
で
「
手
択
本
（H

andex-

em
plar

）」
と
標
題
の
付
け
ら
れ
た
タ
イ
プ
原
稿
は
、
一
九
八
一
年
に
は
じ
め

て
陽
の
目
を
見
た
も
の
で
、
旧
全
集
版
の
校
訂
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ

が
旧
全
集
の
補
巻
と
し
て
一
九
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
第
Ⅶ
・
２
巻
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
、
校
異
一
覧
お
よ
び
従
来
版
に
欠
如
し
て
い
る
一
つ
の
テ
ー
ゼ
が
活

字
化
さ
れ
て
い
た
（GS V

II･2, 782-4

）。
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
が
保
存
し
て
い

た
自
筆
原
稿
も
、
二
〇
〇
六
年
に
校
訂
を
ほ
ど
こ
さ
れ
て
全
文
が
活
字
に
な
っ

て
い
る
（A

rendt und Benjam
in. T

exte, Briefe, D
okum

ente. hrg. von 

D
. Schöttker u. E. W

izisla, Frankfurt a. M
.: Suhrkam

p

）。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
六
つ
の
原
稿
が
す
べ
て
そ
の
ま
ま
活
字
に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大

き
い
と
私
は
思
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
い
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
最

終
稿
を
推
定
・
再
構
成
す
る
手
掛
か
り
が
、
こ
こ
で
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
、
最
終
稿
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
、
新
全
集
版
編
者
解
説
に

よ
れ
ば
そ
の
点
か
ら
し
て
疑
わ
し
い
（cf. 159

）。
も
し
仮
に
最
終
稿
が
あ
っ
た

と
し
た
な
ら
、
そ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
最
期
の
と
き
ま
で
身
に
つ
け
て
い
た
こ

と
が
記
録
さ
れ
な
が
ら
も
発
見
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
「
黒
い
鞄
」
に

入
っ
て
い
た
か
（
１
）、
彼
の
遺
志
に
し
た
が
っ
て
ア
ー
レ
ン
ト
が
渡
米
後
に
ア
ド
ル

ノ
に
渡
し
、
旧
全
集
以
前
の
公
刊
版
の
底
本
と
な
る
タ
イ
プ
原
稿
の
基
礎
に
な

り
な
が
ら
も
紛
失
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
原
稿
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

蓋
然
性
が
高
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
再
現
す
る
手
立
て
は
、
依
然
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
新
全
集
版
編
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
九
四
〇
年
四
月
末
か
五
月
初
め
に
書
か
れ
た
グ
レ
ー
テ
ル
・
ア
ド
ル
ノ
宛
書



六

簡
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
発
言
か
ら
は
、
彼
が
公
表
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
も
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
（cf. 161

）、
そ
れ
を
ま
と
も
に
受
け
取
る
な
ら
、
彼
が
「
決

定
稿
」
と
考
え
た
も
の
は
い
っ
さ
い
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
２
）。

　

そ
れ
で
は
新
全
集
版
の
出
現
に
よ
っ
て
、
な
に
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
。
そ

れ
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
に
適
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
し
か
た
で

編
集
さ
れ
て
流
布
し
、
影
響
力
を
行
使
し
て
き
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
少
な
く
と

も
い
っ
た
ん
は
自
由
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
初
出
と
な
っ
た

一
九
四
二
年
の
『
社
会
研
究
誌
（Zeitschrift für Sozialforschung

）』
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
追
悼
特
別
号
か
ら
一
九
五
五
年
刊
の
二
巻
本
『
著
作
集
（Schriften

）』
に
い

た
る
ま
で
の
い
く
つ
か
の
公
刊
テ
ク
ス
ト
に
、
旧
全
集
版
テ
ク
ス
ト
が
取
っ
て

代
わ
っ
て
久
し
い
が
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
新
全
集
版
編
者
解
説
に
よ
れ
ば
、
次

に
見
る
T2
と
T4
と
を
混
合
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（cf. 206

）。
定
本
扱

い
さ
れ
て
き
た
こ
の
旧
全
集
版
の
字
句
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
全
体
的
な

観
点
か
ら
各
自
な
り
に
テ
ク
ス
ト
を
読
み
取
り
、
そ
の
つ
ど
自
分
に
訴
え
か
け

る
思
想
を
取
り
出
す
素
材
が
、
こ
こ
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
活
字
化
さ
れ

た
す
べ
て
の
原
稿
を
と
き
に
は
独
立
に
通
読
し
、
と
き
に
は
相
互
に
比
較
す
る

と
い
う
読
解
作
業
は
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
と
の
新
た
な
出
会
い
の
可
能
性
へ

と
読
者
を
導
く
で
あ
ろ
う
。

　

相
互
に
差
異
を
含
み
決
定
版
を
も
た
な
い
原
稿
群
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
比
喩

を
用
い
れ
ば
「
歴
史
の
瓦
礫
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が

そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
標
準
テ
ク
ス
ト
へ
と
集
約
さ
れ
た
姿

か
ら
解
き
放
た
れ
、
現
在
の
読
者
に
よ
る
「
虎
の
跳
躍
」
を
待
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。
本
稿
で
は
私
自
身
の
テ
ク
ス
ト
と
の
向
か
い
合
い
の
一
環

と
し
て
、
新
全
集
版
か
ら
浮
か
び
上
が
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
諸
思
想
を
│
│
場
合

に
よ
っ
て
は
既
成
の
解
釈
と
同
じ
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
│
│
各
テ
ー
ゼ
に

沿
っ
て
際
立
た
せ
る
作
業
を
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

序　

論

１　

各
原
稿
に
つ
い
て

　

以
下
で
は
、
新
全
集
版
に
採
用
さ
れ
た
原
稿
略
号
を
用
い
て
ゆ
く
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
原
稿
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
編
者
の
報
告
（210-6 et. al.

）
に
し

た
が
っ
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
以
下
の
配
列
は
編
者
推
定
の
成
立
順
序
に
よ
る

も
の
で
あ
る
（cf. 191ff.

）。

MHA
│
ア
ー
レ
ン
ト
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
受
け
取
り
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
、

現
存
す
る
最
古
の
自
筆
原
稿
。
用
紙
か
ら
見
て
一
九
三
九
年
か
ら
四
〇
年

に
か
け
て
成
立
し
（cf. 178

）、
執
筆
終
了
時
期
は
一
九
四
〇
年
二
月
九
日

以
降
と
推
定
さ
れ
る
。
テ
ー
ゼ
の
順
序
が
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
テ
ー
ゼ

数
も
少
な
い
な
ど
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
の
原
稿
と
対
比
し
て
暫
定
稿
と

し
て
の
性
格
が
強
い
（cf. 165

）。

T1
│
一
九
四
〇
年
初
夏
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
か
ら
預

か
っ
た
草
稿
群
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
で
、
一
九
八
一
年
に
ジ
ョ
ル

ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
バ
タ
イ
ユ
の
未
亡
人
か
ら
入
手
し
た
も
の
。
テ
ー

ゼ
の
番
号
づ
け
か
ら
見
て
MHA
が
執
筆
開
始
当
初
の
土
台
に
な
っ
た
と
見
ら



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

七

れ
（cf. 199

）、
テ
ー
ゼ
の
配
列
も
含
め
た
推
敲
用
の
「
手
択
本
」
と
考
え

ら
れ
る
。
成
立
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
宛
一
九
四
〇
年
二
月
二
十
二
日
付
書

簡
や
妹
の
ド
ー
ラ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
回
想
（cf. 196

）
に
従
え
ば
、
一
九

四
〇
年
の
二
月
か
三
月
の
可
能
性
が
高
い
。

Französische Fassung

（
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
）
│
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
筆
の
フ

ラ
ン
ス
語
原
稿
で
、
削
除
修
正
個
所
が
あ
る
も
の
の
、
草
稿
で
は
な
く
す

で
に
浄
書
稿
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
（cf. 192

）。

テ
ー
ゼ
の
配
列
は
T1
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、
六
つ
ほ
ど
欠
け
て
い
る
テ
ー
ゼ

が
あ
る
。
時
と
し
て
政
治
的
に
直
截
的
な
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
注
目
さ
れ
る
。

T2
│
タ
イ
プ
原
稿
の
カ
ー
ボ
ン
複
写
と
し
て
の
み
残
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て

「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
図
に
も
っ
と
も
正
確
に
対
応
す
る
も
の
」（GS I･3, 

1254

）
と
し
て
旧
全
集
版
の
底
本
と
さ
れ
た
も
の
（
３
）。

T1
の
浄
書
稿
で
あ
る

と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
T1
に
は
そ
の
後

も
独
自
に
手
が
入
れ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
（cf. 198

）。

T3
│
ド
ー
ラ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
タ
イ
プ
し
て
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
、
彼
女

の
後
年
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
外
国
に
郵
送
す
る
さ
い
の
検
閲
を
慮
っ
て
政

治
的
表
現
を
緩
和
し
た
と
い
う
。
た
し
か
に
「
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
語

を
避
け
て
「
史
的
弁
証
法
」
と
し
、
T1
以
降
の
テ
ク
ス
ト
の
テ
ー
ゼ
XII
と

XIV
を
欠
く
な
ど
し
て
い
る
。
た
だ
し
社
会
研
究
所
の
チ
ェ
ッ
ク
を
予
想
し

て
表
現
緩
和
を
行
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
（
４
）。

T4
│
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
没
後
に
米
国
で
原
稿
化
さ
れ
た
も
の
で
、
旧
全
集
版
以
前

の
版
の
底
本
と
さ
れ
て
い
た
。
旧
全
集
編
者
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
生
前
そ

の
成
稿
に
か
か
わ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
（cf. GS 1･3, 1253f.; GS 

V
II･2, 782

）、
こ
の
推
測
は
新
全
集
版
編
者
解
説
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る

（cf. 202

）。
も
と
に
な
っ
た
底
本
は
紛
失
し
て
所
在
不
明
と
さ
れ
て
い
る
が
、

T1
お
よ
び
T2
よ
り
以
前
に
成
立
し
た
原
稿
だ
と
考
証
さ
れ
て
い
る
（cf. 

202

）。
た
だ
し
こ
の
原
稿
独
自
の
「
Ａ
」
お
よ
び
「
Ｂ
」
と
い
う
末
尾
の

テ
ー
ゼ
配
置
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
含
め
、
そ
の
底
本
と
の
対
応

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
５
）。

　

い
ず
れ
の
原
稿
も
、
他
の
原
稿
に
あ
る
も
の
が
欠
け
て
い
た
り
、
逆
に
他
に

は
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
な
ど
し
て
、
ど
れ
も
完
本
と
い
う
べ
き
も
の
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
旧
全
集
版
の
底
本
と
さ
れ
た
T2
に
は
T4
に
含
ま
れ
る
末
尾
の

「
Ａ
」「
Ｂ
」
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
T1
に
は
他
の
原
稿
に
な
い
テ
ー
ゼ
XVIII
が
あ

る（６
）。

　

ど
の
原
稿
を
基
軸
に
置
き
、
他
の
原
稿
を
も
顧
慮
し
て
読
ん
で
ゆ
く
べ
き
な

の
か
は
、
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
た
だ
T1
は
、
新
全
集
版
編
者
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
二
つ
の
自
筆
原
稿
（
MHA
と
フ
ラ
ン
ス
語
版
）
と
と
も
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自

身
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
他
よ
り
も
真
正
性
が
高
い
（cf. 160, 198f.

）。
し

か
も
そ
れ
は
両
自
筆
原
稿
と
は
異
な
っ
て
、
欠
け
て
い
る
テ
ー
ゼ
が
ほ
と
ん
ど

な
い
。
た
し
か
に
推
敲
用
の
手
択
本
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
多
く
の
削
除

訂
正
箇
所
を
含
ん
で
い
る
。
だ
が
一
枚
の
用
紙
に
一
テ
ー
ゼ
を
タ
イ
プ
し
た
う

え
で
行
っ
た
推
敲
に
よ
り
（cf. 211f.

）、
だ
い
た
い
の
テ
ク
ス
ト
正
文
お
よ
び

テ
ー
ゼ
配
列
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
７
）。
新
全
集
版
編
者



八

も
、
こ
れ
を
基
礎
に
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
わ
た
っ
て
推
敲
が
な
さ
れ
た
と
見
て

い
る
（cf. 196

）。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
議
論
が
大
き
く
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
承
知

の
う
え
で
、
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
こ
の
T1
の
テ
ク
ス
ト
を
基
軸
に
据
え
、

他
も
参
照
し
て
訳
文
を
作
り
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
を
辿
っ
て
行
く
こ

と
に
し
た
い
と
思
う
（
８
）。

　

こ
こ
で
同
時
に
問
題
と
な
る
の
が
、
新
旧
両
全
集
版
に
収
録
さ
れ
て
い
る

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
関
連
の
草
案
・
断
片
類
、
お
よ
び
現
在
『
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
（Passagen-W

erk

）』
と
呼
ば
れ
て
い
る
断
章
群
の
扱
い
で
あ
る
。

前
者
の
草
案
・
断
片
に
は
、
各
テ
ー
ゼ
の
直
接
の
草
稿
（
第
一
稿
）
と
な
っ
て

い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
最
終
的
に
原
稿
に
取
り
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た

モ
チ
ー
フ
も
散
見
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
が
、
編
者
の
判
断
に
よ
り
取
捨
選
択
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
、
草
稿
群
の
原
状
が
全
体
と
し
て
明
ら
か
な
わ
け
で
は
な
い
。

『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
と
り
わ
け
Ｎ
草
稿
は
、
同
草
稿
群
に
転
記
や
参
照
が
な

さ
れ
て
お
り
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
と
の
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（cf. 282 u.a.

）、
そ
れ
か
ら
逸
脱
し
た
断
章
を
も
含
ん
で

い
る
。
い
ず
れ
も
成
立
時
期
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
取
り
扱
い
に
は
慎
重
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
他
方
、
そ
れ
ら
か
ら
新
し
い
解
釈
の
糸
口
を
得

る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
暫
定
的
な
措
置
で
は
あ
る
が
、
前
者

に
つ
い
て
は
十
分
な
注
意
を
払
い
な
が
ら
も
直
接
に
参
照
し
、
Ｎ
草
稿
の
ほ
う

は
よ
り
間
接
的
な
参
考
資
料
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

２　

タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
遺
稿
が
か
つ
て
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
（Geschichtsphiloso-

phische T
hesen

）」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
五
年
の
『
著
作
集
』

に
お
い
て
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
採
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
は

『
社
会
研
究
誌
』
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
追
悼
号
で
も
、『
ノ
イ
エ
・
ル
ン
ト
シ
ャ
ウ
（N

eue 

Rundschau

）』
一
九
五
〇
年
第
四
号
で
も
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
（Ü

ber 

den Begriff der Geschichte

）」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

友
人
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
サ
ク
が
『
レ
・
タ
ン
・
モ
デ
ル
ヌ
』
一
九
四
七
年
十
月
号

に
仏
訳
し
て
掲
載
し
た
と
き
も
、“Sur le concept d ’histoire ”

と
さ
れ
て
い

た
（cf. 237-9

）。「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
は

見
ら
れ
な
い
と
し
た
旧
全
集
版
（cf. GS I･3, 1254

）
以
降
、「
歴
史
の
概
念
に
つ

い
て
」
で
定
着
し
て
お
り
、
新
全
集
版
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
に
よ
る
最
初
期
の
も
の
と
確
認
で
き
る
呼
称
が
「
歴
史
の

概
念
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
（thèses sur le concept d ’H

istoire

）」
で
あ
り
（cf. 

GB V
I, 400

）、
生
前
最
後
の
現
存
原
稿
と
推
測
さ
れ
る
T3
で“U

eber den 

Begriff der Geschichte ”

と
タ
イ
プ
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
（cf. 214

）、
こ

れ
で
決
ま
り
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
っ
と
も
こ
の
T3
は
右
に
も
触
れ
た

よ
う
に
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
表
現
を
緩
和
す
る
な
り
削
除
す
る
な
り
し
て
お
り
、

他
の
原
稿
と
の
異
同
が
大
き
く
、
問
題
含
み
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
新
全
集
版
編
者
も
指
摘
し
て
い

る
通
り
（cf. 166
）、
ア
ー
レ
ン
ト
が
一
九
四
一
年
に
ア
ド
ル
ノ
に
手
渡
し
た
原

稿
に
つ
い
て
、
シ
ョ
ー
レ
ム
宛
同
年
十
月
十
七
日
付
書
簡
そ
の
他
で“die 



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

九

geschichtsphilosophischen T
hesen ”

（324, 333

）、
シ
ョ
ー
レ
ム
宛
一
九
四

六
年
九
月
二
十
五
日
付
書
簡
お
よ
び
ブ
レ
ヒ
ト
宛
同
年
十
月
十
五
日
付
書
簡
で

“D
ie Geschichtsphilosophischen T

hesen ”

（342f.

）
等
々
と
呼
ん
で
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
稿
を
受
け
取
っ
た
ア
ド
ル
ノ
も
ま
た
、
そ
れ
に
つ
い
て

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
に
報
告
し
た
一
九
四
一
年
六
月
十
二
日
付
書
簡
で
「
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
コ
ピ
ー
（eine K

opie der geschichtsphiloso-

phischen T
hesen von Benjam

in

）」（313; cf. 317

）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
原
稿

が
所
在
不
明
な
た
め
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
発
言
を
無

視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
９
）。

　

と
い
う
わ
け
で
、「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
と
い
う
標
題
は
、
控
え
目
に
行
っ

て
も
恣
意
的
な
も
の
で
は
お
そ
ら
く
な
く
、
積
極
的
に
言
え
ば
失
わ
れ
た
原
稿

の
タ
イ
ト
ル
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
史
料
の
現
段
階
で
は
「
歴
史
の
概
念

に
つ
い
て
」
と
す
る
の
が
適
当
だ
が
、
し
か
し
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
と
い
う

呼
称
を
根
拠
な
き
も
の
と
し
て
退
け
る
理
由
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
タ
イ
ト

ル
で
す
ら
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
く
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
か
ら
は
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
（
別
名
「
歴
史

哲
学
テ
ー
ゼ
」）」
と
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
手
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下

で
は
、
た
と
え
ば
旧
全
集
版
編
者
解
説
な
ど
で
も
そ
う
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
と
い
う
呼
称
を
時
と
し
て
略
称
代
わ
り
に
用
い
る
こ
と

に
し
た
い
。

３　

手
掛
か
り
と
な
る
テ
ー
ゼ
Ⅷ

　

こ
の
タ
イ
ト
ル
の
問
題
か
ら
、
た
だ
ち
に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
右

の
二
つ
の
標
題
の
い
ず
れ
に
も
含
ま
れ
る
言
葉
な
い
し
事
柄
に
直
接

0

0

か
か
わ
る

の
が
、
テ
ー
ゼ
Ⅷ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
こ
の
テ
ー
ゼ
は
MHA
で
は
テ
ー
ゼ

Ⅵ
に
当
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
に
は
欠
け
て
い
る
。）

　

す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
歴
史
の
概
念
」
と
い
う
語
は
、
原
稿
の
な
か
で
は
こ

の
テ
ー
ゼ
に
し
か
現
れ
な
い
。
こ
こ
は
新
し
い
「
歴
史
の
概
念
」
を
要
請
し
て

い
る
箇
所
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
全
体
の
通
読
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
も
の
な
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
タ
イ
ト
ル
の
言
葉
が
こ
こ
で
だ
け
そ

の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
10
（

。

　

第
二
に
、
旧
来
の
歴
史
イ
メ
ー
ジ
を
疑
問
に
付
す
「
驚
き
」
が
、
同
じ
テ
ー

ゼ
で
「
哲
学
」
的
な
驚
き
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
テ
ー
ゼ
Ⅰ
に
も
「
哲
学
」
と
い

う
語
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
一
般
的
に
〈
哲
学
と
い
う
領
域
〉
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、
テ
ー
ゼ
XIII
で
は
「
社
会
民
主
主
義
の
哲
学
」
と
あ
っ
て
、
批

判
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
ー
ゼ
VIII
に
は
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
起
草
の
動
機
が
表
現
さ
れ
て
い
る

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
の
テ
ー
ゼ
に
出
発
点
を
求
め

て
解
釈
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

４　

全
体
の
結
構
に
つ
い
て

　

こ
の
テ
ー
ゼ
VIII
は
例
外
と
し
て
、
以
下
で
は
テ
ク
ス
ト
を
テ
ー
ゼ
Ⅰ
か
ら
順

番
に
検
討
し
て
ゆ
く
。



一
〇

　

じ
つ
は
テ
ー
ゼ
Ⅰ
か
ら
解
釈
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
あ
る
陥
穽
に
は
ま
る
こ
と

に
な
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
に
は
「
背
の
曲
が
っ
た
小

男
（ein buckliger Z

）
11
（

w
erg

）」
と
「
神
学
」
と
が
「
史
的
唯
物
論
」
と
の
関

係
で
登
場
す
る
。
そ
の
た
め
そ
こ
か
ら
解
釈
を
は
じ
め
る
と
、
そ
こ
で
い
う
神

学
と
史
的
唯
物
論
を
い
か
な
る
も
の
と
捉
え
る
べ
き
な
の
か
、
両
者
の
関
係
を

ど
の
よ
う
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
考
え
て
い
た
の
か
を
め
ぐ
る
解
釈
の
争
い
に
、
い

き
な
り
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
〈
神
学
的
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
〉
と
〈
マ

ル
ク
ス
主
義
的
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
〉
と
の
、
過
去
数
十
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ

ら
れ
て
き
た
、
い
さ
さ
か
不
毛
な
議
論
に
コ
ミ
ッ
ト
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
と

い
う
わ
け
で
あ
る
）
12
（

。

　

私
と
し
て
は
、
テ
ー
ゼ
ご
と
に
検
討
す
る
さ
い
に
陥
り
や
す
い
最
大
の
陥
穽

は
、
当
該
の
テ
ー
ゼ
の
内
部
だ
け
で
解
釈
を
完
結
さ
せ
よ
う
と
の
力
が
、
無
意

識
に
も
働
い
て
し
ま
う
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
ま
さ
に
テ
ー
ゼ
Ⅰ
に
つ
い
て

も
、
そ
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

い
さ
さ
か
謎
め
い
た
テ
ー
ゼ
か
ら
語
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
を
少
な
く

と
も
一
度
は
読
了
し
て
か
ら
ふ
た
た
び
そ
こ
へ
と
立
ち
戻
り
、
多
層
的
な
意
味

に
お
い
て
そ
の
内
実
を
理
解
す
る
よ
う
、
読
者
を
促
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
の
解
釈
は
、
そ
の
内
的
整
合
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

テ
ク
ス
ト
全
体
の
思
想
に
関
係
づ
け
つ
つ
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
。
使
い
古
さ
れ
た
言
葉
か
も
し
れ
な
い
が
「
解
釈
学
的
循
環
」
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
自
覚
し
な
が
ら
、
読
解
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
全
体
を
あ
ら
か
じ
め
視
野
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
最
低
限
、
内

容
面
か
ら
見
た
テ
ー
ゼ
の
グ
ル
ー
プ
分
け
と
簡
単
な
概
観
・
小
見
出
し
が
必
要

と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
以

下
の
解
釈
の
前
提
に
な
る
私
自
身
の
全
体
の
見
取
り
図
を
示
す
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

テ
ー
ゼ
Ⅰ　
　
　

序　
（
韜
晦
的
表
現
に
よ
る
問
題
提
起
）

テ
ー
ゼ
Ⅱ
〜
Ⅳ　

１　

 

史
的
唯
物
論
の
課
題
│
│
過
去
の
救
済
・
解
放
（
既

成
の
歴
史
叙
述
の
因
果
連
鎖
と
隠
蔽
と
か
ら
の
解
き

放
ち
）

テ
ー
ゼ
Ⅴ
〜
Ⅶ　

２　

問
題
の
具
体
化
│
│
二
つ
の
対
立
局
面
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　

① 　

過
去
の
真
の
像
を
確
保
す
る
べ
き
こ
と
（
歴
史

主
義
と
の
対
決
）

テ
ー
ゼ
Ⅷ
〜
Ⅻ　
　
　

② 　

政
治
的
帰
結
に
照
ら
し
て
見
た
「
進
歩
」
概
念

へ
の
批
判
の
必
要

テ
ー
ゼ
XIII
〜
XV　

３　

以
上
の
課
題
に
応
え
る
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　

① 　

進
歩
概
念
が
前
提
と
し
て
い
る
均
質
・
空
虚
な

時
間
と
は
異
な
る
「
い
ま
の
時
」

テ
ー
ゼ
XVI
〜
XIX　
　
　

② 　
（
因
果
的
）
思
考
の
停
止
に
よ
る
、
現
在
と
結

び
つ
い
た
過
去
の
モ
ナ
ド
論
的
定
着
の
論
理

　

こ
こ
で
は
T1
に
だ
け
見
ら
れ
る
テ
ー
ゼ
XVIII
を
含
め
て
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に

た
い
し
て
、
T4
お
よ
び
そ
れ
を
底
本
と
す
る
刊
本
の
末
尾
に
置
か
れ
、
旧
全
集

版
で
は
「
補
遺
（A

nhang

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
Ａ
・
Ｂ
二
つ
の
テ
ー
ゼ
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ら
が
も
と
も
と
置
か
れ
て
い
た
原
稿
箇
所
に
位
置
づ
け
直
し
た



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

一
一

う
え
で
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

本　

論

　

●
テ
ー
ゼ
Ⅷ

【
訳
】
抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
の
伝
統
は
、
い
ま
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
「
例

外
状
態
（
非
常
事
態
）」
が
、
じ
つ
は
通
例
の
状
態
な
の
だ
と
教
え
て
く

れ
る
。
こ
の
教
え
に
応
え
る
よ
う
な
歴
史
の
概
念
を
手
に
入
れ
る
よ
う
、

私
た
ち
は
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
と
き
、
真
の
意
味
で
の

例
外
状
態
を
招
来
す
る
こ
と
が
私
た
ち
の
課
題
と
し
て
、
は
っ
き
り
示
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
闘
争
に
お
け
る
私
た
ち

の
立
場
が
好
転
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
と
っ
て
の
好

機
と
は
な
に
よ
り
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
敵
対
す
る
人
び
と
が
進
歩
を
歴
史

の
き
ま
り
ご
と
と
見
な
し
、
そ
の
進
歩
の
名
に
お
い
て
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対

抗
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
│
│
私
た
ち
が
い
ま
体
験
し
て
い

る
こ
と
が
二
十
世
紀
に
お
い
て
も
「
な
お
」
可
能
な
の
か
、
と
い
う
驚
き

は
、
哲
学
的
な
驚
き
で
は
な
い

0

0

。
そ
れ
は
認
識
を
始
動
さ
せ
る
も
の
で
は

な
い
の
だ
。
も
っ
と
も
、
そ
の
驚
き
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
歴
史
の
見
方

を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
認
識
を
始
動
さ
せ
る
と
す
る
な

ら
、
ま
た
話
は
別
だ
が
。

　

こ
の
テ
ー
ゼ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
主
題
が
、

ま
さ
に
従
来
に
な
い
「
歴
史
の
概
念
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
動

機
が
「
進
歩
」
史
観
へ
の
批
判
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に

歴
史
哲
学
上
の
理
論
的
な
問
題
で
は
な
く
、
同
時
代
的
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
九
三
九
年
八
月
に
独
ソ
不
可
侵
条
約
（
ヒ
ト
ラ
ー
‐
ス
タ
ー
リ
ン
協
定
）

が
締
結
さ
れ
た
と
き
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
は
前
年
の
四
月
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
、

同
九
月
に
チ
ェ
コ
・
ズ
デ
ー
テ
ン
地
方
を
、
一
九
三
九
年
三
月
に
は
チ
ェ
コ
と

リ
ト
ア
ニ
ア
・
メ
ー
メ
ル
を
併
合
し
、
そ
の
領
土
的
野
心
は
す
で
に
と
ど
ま
る

と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
へ
の
侵
攻
だ
け
は
、
そ
れ
ま
で
フ
ラ

ン
ス
と
英
国
に
よ
っ
て
強
く
牽
制
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ソ
連
と
の

不
可
侵
条
約
に
よ
っ
て
そ
れ
が
い
よ
い
よ
現
実
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
先
の
大
戦
を
上
回
る
規
模
の
世
界
戦
争
の
勃
発
が
つ
い
に
不
可
避
に

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
反
フ
ァ

シ
ズ
ム
陣
営
の
砦
で
あ
る
は
ず
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
ロ
シ
ア
が
加
担
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
譲
歩
な
い
し
妥
協
が
な
さ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
「
歴
史
は
進
歩
す
る
」
と
の
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
台
頭
と
席
巻
は
、
進
歩
の
軌
道
か
ら
一
時
的
に
逸
脱
し

た
「
例
外
状
態
」
に
す
ぎ
な
い
。
事
態
は
や
が
て
常
軌
に
戻
っ
て
、
さ
ら
に
歴

史
の
進
歩
が
続
く
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
進
歩
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
欠
け
て
い
る

の
は
、
一
時
的
と
さ
れ
る
「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
生
じ
る
多
く
の
人
び
と
の

迫
害
、
犠
牲
へ
の
想
像
力
で
あ
り
、
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ァ
シ
ズ

ム
に
勢
力
拡
大
の
好チ

ャ
ン
ス機
を
与
え
て
で
も
自
勢
力
の
温
存
・
拡
大
を
追
求
す
る
た



一
二

ぐ
い
の
、
自
己
利
益
優
先
の
発
想
で
あ
る
。

　

一
九
四
〇
年
五
月
五
日
付
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ラ
ッ
ク
ナ
ー
宛
書
簡
の
な
か

で
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ひ
と
ま
ず
成
稿
を
見
た
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
、「
現

下
の
戦
争
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
私
の
世
代
の
全
経
験
に
よ
っ
て
も
触
発
さ

れ
た
仕
事
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
私
の
世
代
の
全
経
験
」
と
は

「
歴
史
上
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
最
も
辛
い
経
験
の
ひ
と
つ
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
」

と
も
（GB V

I, 441

）。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
二
次
に
わ
た
る
世
界
大
戦
、
フ
ァ
シ

ズ
ム
の
席
巻
、
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
に
よ
る
敵
性
外
国
人
と
し
て

の
収
容
所
送
り
な
ど
を
含
む
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
本
稿
冒
頭
に
触
れ
た
モ
ル
ゲ

ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
回
想
に
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
〈
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
の
信
頼
と

幻
滅
〉
と
い
う
経
験
を
も
ま
た
、
指
す
に
ち
が
い
な
い
。
の
ち
に
見
る
テ
ー
ゼ

Ⅹ
に
よ
れ
ば
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
敵
対
者
が
希
望
を
か
け
た
政
治
家
た
ち
」
が
、

い
ま
や
自
分
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
を
裏
切
っ
て
そ
の
敗
北
を
深
め
て
い
る
と

い
う
。
そ
の
原
因
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
彼
ら
の
「
進
歩
信
仰
」
で
あ
り
、「〈
大

衆
的
基
盤
〉
へ
の
信
頼
」
で
あ
り
、「
制
御
不
可
能
な
機
関
へ
と
隷
従
的
に
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
い
さ
さ
か
歯
切
れ
の

悪
い
表
現
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
は
「
党
へ
の
盲
信
（une confiance aveu-

gle dans le parti

）」
と
直
截
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
コ

ミ
ン
テ
ル
ン
共
産
主
義
へ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
失
望
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
右
に”A

usnahm
ezustand ”

と
い
う
語
を
「
例
外
状
態
（
非

常
事
態
）」
と
訳
し
て
お
い
た
。
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
猛
威
は
多
く
の
人
び
と
に
、

恐
る
べ
き
「
非
常
事
態
」
と
受
け
取
ら
れ
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
普

通
の
感
覚
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
は
テ
ー
ゼ
の
後
半
に
も
あ
る

よ
う
に
、〈
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
文
明
化
を
遂
げ
た
二
十
世
紀
に
お
い
て

生
じ
て
い
る
の
か
信
じ
ら
れ
な
い
〉
と
、「
驚
き
」
を
も
っ
て
事
態
が
受
け
止

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
も
、
教
条
的
な
し
か
た
で
は
な
い
が
、
や
は
り
歴

史
の
進
歩
と
そ
れ
に
よ
る
二
十
世
紀
的
達
成
へ
の
信
頼
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
）
13
（

。

　

だ
が
、
過
去
に
お
い
て
い
か
に
残
虐
と
野
蛮
が
歴
史
を
支
配
し
た
か
を
知
っ

て
い
る
者
に
と
っ
て
、
現
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
通
例
の
状
態

（Regel

）」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
状
を
「
非
常
事
態
」
と
驚
き
途
方
に
暮
れ
る

人
び
と
に
は
、
歴
史
は
進
歩
す
る
と
い
う
根
本
前
提
そ
の
も
の
を
疑
う
よ
う
促

し
、
現
状
を
「
例
外
状
態
」
と
過
小
評
価
す
る
人
び
と
に
も
、
同
じ
く
過
去
の

抑
圧
の
歴
史
に
学
ん
で
進
歩
概
念
を
放
棄
す
る
よ
う
促
し
て
、
別
の
「
歴
史
の

概
念
」
を
構
築
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
。

　

そ
の
と
き
に
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
「
真
の
意
味
で
の
例
外
状
態
」
の

招
来
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
抑
圧
」
な
き
状
態
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
将
来
方
向
へ
の
抑
圧
解
消
と
い
う
政
治
的
な
動
き
に

よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
テ
ー
ゼ
全
体
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
、
従
来
の
歴
史

叙
述
が
隠
蔽
し
て
き
た
過
去
の
出
来
事
の
救
出
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
過
去
と
の
か
か
わ
り
の
根
本
的
な
転
換
に
よ
っ
て
、「
フ
ァ
シ
ズ

ム
に
た
い
す
る
私
た
ち
の
立
場
」
が
好
転
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
も
、

テ
ー
ゼ
Ⅻ
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
労
働
者
階
級
が
「
将
来
の
世
代
の
解
放
者
」

の
役
割
を
振
り
当
て
ら
れ
て
以
降
、
革
命
情
勢
の
到
来
を
待
ち
望
む
だ
け
で
戦

闘
性
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
過
去
の
抑
圧
さ
れ



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

一
三

踏
み
に
じ
ら
れ
た
人
び
と
の
名
に
お
い
て
闘
う
と
き
に
こ
そ
、「
憎
悪
と
犠
牲

へ
の
意
思
」
が
甦
り
、
戦
闘
性
が
取
り
戻
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
は
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
締
結
の
衝
撃
を
受

け
て
、
そ
れ
ま
で
数
年
に
わ
た
る
思
索
と
執
筆
を
凝
縮
し
な
が
ら
、
政
治
情
勢

と
密
着
し
た
し
か
た
で
新
し
い
「
歴
史
の
概
念
」
を
提
唱
し
よ
う
と
試
み
る
）
14
（

。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
生
前
、
そ
の
公
刊
に
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
先
に
も
触
れ
た

グ
レ
ー
テ
ル
・
ア
ド
ル
ノ
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
「
狂
信
的
な
立
場
か
ら
の
（enthu-

siastisch

）
誤
解
に
門
戸
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」（GB V

I, 

436

）
と
恐
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
こ
の
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」

は
、
既
成
の
左
翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
た
い
す
る
根
本
か
ら
の
訣
別
を
含
意
し
て

い
る
。
と
同
時
に
、「
歴
史
主
義
」
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
呼
ぶ
、
当
時
の
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
史
学
主
流
の
歴
史
実
証
主
義
の
「
歴
史
の
概
念
」
を
も
ま
た
、「
過
去

の
救
出
」
と
い
う
観
点
か
ら
退
け
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の

で
あ
っ
て
、
読
解
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
両
面
作
戦
と
い
う
手
法
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
の
テ
ー
ゼ
Ⅷ
に
は
、
そ
の
ま
ま
内
容
の
対
応
す
る
草
稿
が
遺
さ
れ
て
い
る

（139

）。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
テ
ー
ゼ
の
中
間
に
あ
る
ダ
ッ
シ
ュ
の
前
と
後
と
が
、

逆
の
順
序
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
を
惹
く
。（
現
行
の
テ
ー
ゼ
の
前
半
で
「
抑

圧
さ
れ
た
人
び
と
の
伝
統
」
が
教
え
て
く
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
例
外
状
態
」

の
捉
え
か
た
が
、
草
稿
後
半
で
は
新
し
い
歴
史
概
念
の
内
容
を
な
す
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
視
座
の
転
換
が
前
半
と
後
半
を
入
れ
替
え
る

機
縁
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）。
テ
ー
ゼ
本
文
の
「
規
範
（N

orm

）」
の
意

味
に
か
ん
し
て
、草
稿
で
「
歴
史
的
規
範
」
を
「
一
種
の
歴
史
的
平
均
体
制
（eine 

A
rt von geschichtlicher D

urchschnittsverfassung

）」
と
言
い
換
え
て
い
る
と

こ
ろ
が
参
考
に
な
る
）
15
（

。

　

MHA
の
対
応
テ
ー
ゼ
Ⅵ
で
は
、
右
の
草
稿
に
も
あ
っ
た
「
私
た
ち
の
歴
史
的

（geschichtlich

）
課
題
」
の
「
歴
史
的
」
を
傍
線
で
削
除
し
、
本
文
を
ほ
ぼ
確

定
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
真
の
意
味
で
の
例
外
状
態
」
の
「
真
の
意
味
で
の

（w
irklich

）」
に
強
調
の
下
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
草
稿
で
は
T4
に
だ
け

踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
T4
の
底
本
が
T1
な
ど
よ
り
初
期
に
成
立
し

た
可
能
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

●
テ
ー
ゼ
Ⅰ

【
訳
】
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
話
だ
が
、
チ
ェ
ス
で
対
戦
相
手
の
ど
の
よ
う

な
指
し
手
に
も
巧
み
な
手
で
応
え
、
か
な
ら
ず
勝
利
を
も
の
に
す
る
よ
う

造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
れ
こ
み
の
自
動
人
形
が
存
在
し
た

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ト
ル
コ
風
の
衣
装
を
ま
と
い
、
水
パ
イ
プ
を
口
に

し
た
人
形
で
、
大
き
な
机
の
う
え
に
置
か
れ
た
チ
ェ
ス
盤
の
前
に
座
っ
て

い
た
。
う
ま
く
組
み
合
わ
さ
れ
た
鏡
の
作
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
机
は
ど
こ

か
ら
見
て
も
透
明
で
あ
る
と
の
錯
覚
を
生
み
出
し
て
い
た
が
、
じ
つ
は

チ
ェ
ス
の
名
手
で
あ
る
背
の
曲
が
っ
た
小
男
が
な
か
に
座
っ
て
い
て
、
人

形
の
手
を
紐
で
あ
や
つ
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
哲
学
に
お
い
て
こ
の
装
置



一
四

に
対
応
す
る
も
の
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。「
史
的
唯
物
論
」
と
呼

ば
れ
る
そ
の
人
形
は
、
い
つ
も
勝
利
を
収
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
神

学
の
助
け
を
借
り
て
い
れ
ば
、
こ
の
人
形
は
ど
の
よ
う
な
相
手
と
も
楽
々

と
わ
た
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
周
知
の
よ
う
に
そ

の
神
学
と
は
、
今
日
で
は
小
さ
く
不
恰
好
で
、
そ
う
で
な
く
と
も
人
目
に

つ
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
が
。

　

エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
評
論
「
メ
ル
ツ
ェ
ル
の
チ
ェ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
」

（
一
八
三
六
年
）
で
も
知
ら
れ
る
チ
ェ
ス
の
自
動
人
形
に
つ
い
て
詮
索
す
る
こ
と

は
本
稿
で
は
措
い
て
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
解
釈
上
の
根
本
問
題
は
、
い
う
と
こ
ろ

の
「
史
的
唯
物
論
」
お
よ
び
「
神
学
」
を
い
か
な
る
も
の
と
捉
え
る
の
か
に
あ

る
。

　

テ
ク
ス
ト
全
体
を
一
読
す
る
者
に
は
、「
史
的
唯
物
論
」
が
歴
史
哲
学
テ
ー

ゼ
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
「
史
的
唯
物
論
」

の
内
実
が
、
こ
の
言
葉
で
考
え
ら
れ
て
き
た
い
か
な
る
も
の
と
も
異
な
っ
て
い

る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
少
し
慎
重
に
見
て
ゆ
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

テ
ク
ス
ト
全
体
の
冒
頭
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
た
「
史
的
唯
物
論
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
例
外
状
態
」
の
場
合
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
引
用
符
に
入
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
の
ち
に
一
転
し
て
自
分
の
語
と
し
て
用
い
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は

一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
語
義
で
、
こ
の
語
を
呈
示
し
た
の
で
は
な
い
か
。
一
九

六
九
年
刊
の
野
村
修
訳
以
降
、
日
本
語
訳
で
は
「
歴
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
訳

語
が
定
着
し
て
い
る
た
め
、
な
に
か
従
来
の
「
史
的
唯
物
論
」
と
は
別
個
の
も

の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
、
読
者
は
あ
ら
か
じ
め
思
い
こ
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。

だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、“historischer M

aterialism
us ”

と
い
う
語
は
テ
ー

ゼ
執
筆
当
時
す
で
に
一
般
に
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
頃
か
ら
現
在
に

い
た
る
ま
で
日
本
語
訳
と
し
て
は
「
史
的
唯
物
論
」
で
定
着
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
言
葉
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
空
想
か
ら
科
学
へ
』
英
語
版
（
一

八
九
三
年
）
序
文
で“historical m

aterialism
”

と
し
て
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
、

同
年
に
エ
ン
ゲ
ル
ス
自
身
が
そ
の
序
文
を
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
た
が
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
歴
史
理
論
に
つ
い
て
の
呼
称
と
し
て
は
、「
唯
物
史
観
（m

ateria listische 

Geschichtsauffassung

）」
に
取
っ
て
代
わ
る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
も
の

と
い
わ
れ
る
）
16
（

。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
規
定
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、
重
要
な
歴
史
的
出
来

事
の
究
極
原
因
・
動
力
を
社
会
の
経
済
的
発
展
、
生
産
様
式
・
交
換
様
式
の
変

化
、
階
級
の
分
裂
と
対
立
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
）
17
（

。
問
題
は
、
こ
の
一
般
的
な

規
定
に
の
っ
と
っ
て
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
執
筆
当
時
に
「
史
的
唯
物
論
」
が
ど

う
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
の
か
で
あ
る
。

　

ル
カ
ー
チ
『
歴
史
と
階
級
意
識
』（
一
九
二
三
年
）
に
、「
史
的
唯
物
論
」
と
題

す
る
講
演
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
影
響
は
大
き

く
、
一
九
二
九
年
の
小
文
「
生
き
つ
づ
け
て
き
た
本
」（GS III, 169

）
で
も
取

り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
言
及
さ
れ
る
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
中
央
に
よ
る
批
判

と
ル
カ
ー
チ
の
自
己
批
判
と
を
何
次
か
に
わ
た
り
経
て
い
る
こ
と
、
ま
た
史
的



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

一
五

唯
物
論
が
ル
カ
ー
チ
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
は
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
書

が
念
頭
に
置
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
他
方
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
の
主
著
『
史
的

唯
物
論
の
理
論
』（
一
九
二
一
年
）
が
、
ド
イ
ツ
語
版
で
す
で
に
一
九
二
二
年
に

刊
行
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
れ
は
副
題
「
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
学
の
一
般
的
教

科
書
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
史
的
唯
物
論
を
経
済
学
で
も
歴
史
学
で
も
な
い
、

社
会
学
と
し
て
位
置
づ
け
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
18
（

。
そ
の
後
ブ
ハ
ー
リ
ン

は
一
九
二
九
年
に
失
脚
し
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
派
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
激
し
く
批
判

さ
れ
、
つ
い
に
一
九
三
八
年
三
月
に
は
第
三
回
モ
ス
ク
ワ
裁
判
に
よ
っ
て
死
刑

に
処
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
可
能
性
と
し
て
は
低
い
。

　

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
九
三
八
年
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
、
論
文
「
弁
証

法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
」
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
初
出
は
『
ソ

連
共
産
党
小
史
』
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
版
が
翌
年
に
モ
ス
ク
ワ
で
出
版
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
論
文
は
、
史
的
唯
物
論
と
は
弁
証
法
的
唯
物
論
の
諸
命
題
を
「
社

会
生
活
の
研
究
に
お
し
ひ
ろ
げ
た
も
の
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
マ

ル
ク
ス
『
経
済
学
批
判
序
説
』
序
言
の
い
わ
ゆ
る
唯
物
史
観
の
一
般
定
式
を
も

引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
歴
史
科
学
の
主
要
な
任
務
を
「
生
産
の
法
則
、
生
産

力
と
生
産
関
係
と
の
発
展
の
法
則
、
社
会
の
経
済
的
発
展
の
法
則
」
の
研
究
で

あ
る
と
す
る
）
19
（

。
要
す
る
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
影
響
力
を
も
っ
た
公
式
マ
ル

ク
ス
主
義
的
歴
史
観
を
定
式
化
し
た
も
の
で
、（
１
）
歴
史
を
社
会
発
展
の
歴

史
と
と
ら
え
、（
２
）
こ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
理
論
を
、
客
観
的
真
理
を
把
握

す
る
確
実
な
も
の
と
し
、（
３
）
そ
の
理
論
に
精
通
し
、
そ
の
理
論
に
よ
っ
て

登
場
が
必
然
的
と
さ
れ
る
「
新
し
い
政
治
機
関
」
と
し
て
の
前
衛
党
に
権
威
を

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
に
お
い
て
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
訣
別
し
よ
う
と
し
た
、
当
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ヒ
ト
ラ
ー
‐
ス

タ
ー
リ
ン
協
定
の
衝
撃
、
そ
し
て
こ
の
協
定
を
可
能
に
し
た
歴
史
観
と
の
対
決

と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
、
彼
が
こ
の
立
場
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
。
読
者
の
多
く
に
も
「
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
言
葉
で
、
右

の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
大
略
こ
の
よ
う
な
立
場
が
ま
ず

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

も
ち
ろ
ん
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
は
「
史
的
唯
物
論
」
と
い
う
用
語
を
放
棄
せ
ず

に
、
そ
れ
に
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
内
容
を
盛
り
込
も
う
と
す
る
。
こ
れ
は
「
反

フ
ァ
シ
ズ
ム
闘
争
」
を
担
う
人
び
と
か
ら
離
反
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
が
そ
の

名
の
も
と
に
闘
っ
て
い
る
「
史
的
唯
物
論
」
を
換
骨
奪
胎
し
、
そ
の
新
た
な
意

味
の
共
有
の
も
と
に
〈
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
闘
争
に
お
け
る
立
場
の
好
転
〉
を
図
る

と
い
う
方
途
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
草
稿
（114

）
に
よ
れ
ば
、
史
的

唯
物
論
は
「
長
き
に
わ
た
り
麻
痺
状
態
に
置
か
れ
て
（lahm

gelegt

）」
き
た
が
、

進
歩
の
図
式
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
も
う
一
度
「
破
壊
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
見
た
の
で
あ
る
。

　

テ
ー
ゼ
Ⅰ
に
お
け
る
「
史
的
唯
物
論
」
は
、
以
上
の
二
つ
の
意
味
で
同
時
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
20
（

。
そ
う
で
あ
る
な
ら
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

テ
ー
ゼ
後
段
で
「
チ
ェ
ス
」
に
相
当
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
「
史

的
唯
物
論
」
の
「
相
手
」
に
当
た
る
も
の
は
何
な
の
か
だ
ろ
う
。

　
「
相
手
」
と
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
し
か
し
こ
と
は
「
哲

学
」
の
領
域
に
お
い
て
の
こ
と
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
は
不
自
然
で
は



一
六

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
参
照
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
直
接
の
草
稿
に

あ
た
る
断
章
（121

）
で
あ
る
。
そ
の
断
章
は
「
序
言
（V

orbem
erkung

）」
と
題

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
早
期
に
第
一
テ
ー
ゼ
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
や
や
長
め
で
、
そ
れ
を
削
り
込
ん
で
MHA
で
完
成
さ
せ
て
い
る
の

だ
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
「
史
的
唯
物
論
」（
草
稿
で
は
た
ん
に
「
唯
物
論
」）
に

言
及
さ
れ
る
直
前
の
文
章
で
「
歴
史
の
真
の
概
念
を
め
ぐ
る
争
い
が
、
一
対
の

対
戦
相
手
の
対
局
と
い
う
か
た
ち
で
考
え
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
「
チ
ェ
ス
」
に
当
た
る
の
は
、「
歴
史
の
真
の
概
念
」
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
争
い
に
お
い
て
、
二
重
の
意
味
で
の
「
史
的
唯
物
論
」

に
と
っ
て
の
主
要
な
対
立
相
手
と
な
る
の
は
、
な
に
よ
り
ラ
ン
ケ
、
フ
ュ
ス
テ

ル
・
ド
・
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
以
来
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
史
学
の
主
流
を
な
し
て
い
た

歴
史
主
義
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
争
い
に
お
い
て
「
史
的
唯
物
論
」
が
か
な
ら
ず
勝
つ
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
こ
っ
そ
り
「
神
学
」
の
助
け
を
借
り
て
（
雇
い
入
れ
てin ihren D

ienst 

nim
m
t

）
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
「
史
的
唯
物
論
」
を
進
歩
史
観
に

立
脚
す
る
公
式
マ
ル
ク
ス
主
義
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ

ま
な
批
判
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
由
来

す
る
歴
史
神
学
の
世
俗
版
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
）
21
（

。
他
方
、

歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
全
体
を
一
読
し
た
読
者
に
と
っ
て
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
り

換
骨
奪
胎
さ
れ
た
「
史
的
唯
物
論
」
に
お
け
る
神
学
と
は
、
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
右
に
引
照
し
た
断
章
と
同
じ
く
「
序
言
」
と
の
頭
書

き
を
も
つ
別
の
断
章
で
、
歴
史
を
無
神
学
的
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

神
学
的
諸
概
念
を
使
っ
て
歴
史
を
書
こ
う
と
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
述
べ

て
い
る
（126

│
│
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
Ｎ
草
稿 8,1 

末
尾
か
ら
の
転
記
）。
テ
ー
ゼ
Ⅱ
以

下
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
過
去
に
生
じ
た
す
べ
て
の
出
来
事
を
細
大
漏

ら
さ
ず
同
時
か
つ
同
等
に
見
て
と
る
「
メ
シ
ア
」
が
、
歴
史
哲
学
的
な
限
界
概

念
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
の
限
界
概
念
を
理
論
的
に
措
定
し
て
こ
そ
、
隠
蔽
さ

れ
忘
却
さ
れ
た
過
去
を
救
出
す
る
具
体
的
な
作
業
が
「
史
的
唯
物
論
者
」
の
課

題
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
後
者
の
作
業
の
現
場
に
お
い
て
直
接
に

「
メ
シ
ア
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は

「
人
目
に
つ
い
て
は
な
ら
な
い
」。
し
か
し
歴
史
哲
学
的
反
省
の
場
面
で
は
「
神

学
」
的
概
念
の
意
義
と
機
能
が
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
22
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
テ
ー
ゼ
Ⅰ
は
一
方
で
は
、
進
歩
史
観
を
鼓
吹
す

る
従
来
の
史
的
唯
物
論
の
効
力
に
留
保
を
つ
け
、
歴
史
神
学
の
世
俗
化
形
態
と

い
う
そ
の
隠
さ
れ
た
本
性
を
指
摘
す
る
趣
旨
の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い

る
。
と
と
も
に
他
方
で
は
や
や
韜
晦
気
味
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
史
的
唯
物
論

を
神
学
と
の
関
係
で
自
覚
的
に
構
想
し
て
ゆ
く
と
い
う
態
度
表
明
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
両
面
を
も
つ
も
の
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

 

（
以
下
続
稿
）

注

（
１
）　
「
黒
い
鞄
」
に
入
っ
て
い
た
と
ス
ペ
イ
ン
当
局
の
遺
品
リ
ス
ト
に
記
録
さ
れ
て
い
る

紙
片
が
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
草
稿
で
あ
っ
た
と
の
旧
全
集
版
編
者
解
説
の
推



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

一
七

測
（GS V

･2, 1204f.

）
は
、
新
全
集
版
編
者
解
説
で
は
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
。

た
し
か
に
存
在
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か

し
同
様
の
推
測
は
現
在
で
も
依
然
と
し
て
根
強
い
。D

avid Ferris

は
「〔
黒
い
鞄
に

入
っ
て
い
た
〕
原
稿
は
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
最
終
稿
の
一
つ
（a final 

copy
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
い
る
（D

avis Ferris, T
he C

am
-

bridge Introduction to W
alter Benjam

in, Cam
bridge: Cam

bridge U
P, 2008, 

p.20

）。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
新
英
語
版
選
集
の
編
者
の
推
測
で
は
、
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
越
え
を

と
も
に
行
な
っ
たH

enny Gurland

が
、
書
簡
を
破
棄
し
て
ほ
し
い
と
い
う
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
遺
志
に
従
っ
た
さ
い
に
、「
う
っ
か
り
原
稿
も
破
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
い
う
（cf. W

alter Benjam
in, Selected W

ritings, vol.4, edited by 

H
ow
ard Eiland and M

ichael W
. Jennings, Cam

bridge et al.: T
he Belknap 

Press of H
arvard U

niversity Press, 2003, p.445

）。

（
２
）　

ア
ド
ル
ノ
も
原
稿
を
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
入
手
し
た
直
後
の
一
九
四
一
年
六
月
十
二
日

付
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
宛
書
簡
そ
の
他
で
、
こ
の
グ
レ
ー
テ
ル
宛
書
簡
を
引
き
合
い
に

「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
公
刊
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（cf. 313f.

）。
な
お

こ
の
グ
レ
ー
テ
ル
宛
書
簡
の
直
後
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ア
ド
ル
ノ
宛
に
送
っ
た
一
九
四
〇

年
五
月
七
日
付
書
簡
で
は
、
テ
ー
ゼ
の
若
干
の
「
断
章
（Fragm

ente

）」
が
ア
ド
ル

ノ
の
も
と
に
届
く
旨
、
予
告
し
て
い
る
が 

（GB V
I, 447

）、
ア
ド
ル
ノ
の
同
書
簡
や

ア
ー
レ
ン
ト
の
一
九
四
一
年
八
月
二
日
付
ブ
リ
ュ
ッ
ヒ
ャ
ー
宛
書
簡
（319
）
を
見
る
と
、

な
ん
ら
か
の
事
情
で
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
送
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
原
稿
は
次

に
見
る
T3
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
。

（
３
）　

旧
全
集
版
編
者
は
T1
が
発
見
さ
れ
て
の
ち
も
、
こ
の
判
断
は
正
し
か
っ
た
と
主
張
し

て
い
る
（cf. GS V

II･2, 781

）。

（
４
）　

T3
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
国
境
越
え
を
敢
行
す
る
直
前
に
ド
ー
ラ
に
託
し
、
そ
の
後

M
artin D

om
ke

を
介
し
て
社
会
研
究
所
に
届
け
ら
れ
た
二
つ
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に

入
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
（cf. 172

）。
こ
の
原
稿
の
「
表
現
の
緩
和
」
と
い
う
事
態

に
つ
い
て
旧
全
集
版
編
者
解
説
は
、
ド
ー
ラ
が
死
ぬ
直
前
に
ア
ド
ル
ノ
宛
に
出
し
た
一

九
四
六
年
三
月
二
十
二
日
付
書
簡
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
が
（cf. GS I･3, 

1254

）、
し
か
し
こ
の
書
簡
（340

）
で
ド
ー
ラ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
『
社
会
研
究

誌
』
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
追
悼
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
に
見
る
T4
を
底
本

に
し
、
し
か
も
ア
ド
ル
ノ
を
中
心
と
し
た
社
会
研
究
所
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
こ
そ

「
検
閲
」
さ
れ
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団
へ
の
言
及
な
ど
が
削
除
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

（cf. 203

）。
郵
送
に
当
た
っ
て
の
検
閲
を
顧
慮
し
た
版
を
作
っ
た
こ
と
が
ド
ー
ラ
の
別

の
書
簡
で
の
同
様
の
回
想
（196

）
を
も
参
考
に
確
か
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は

T3
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
ド
ー
ラ
の
書
簡
は
そ
れ
と
追
悼
号
所
収
テ
ク
ス
ト
と
を
取

り
違
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
暗
に
い
か
な
る
「
検
閲
」
も
な
い
原
稿
を
公
刊
す
る
よ
う

ア
ド
ル
ノ
に
求
め
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
社
会
研
究
所
の
「
検
閲
」
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
証
言

が
あ
る
。「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ア
ド
ル
ノ
を
恐
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー

レ
ン
ト
は
深
く
憤
っ
て
い
た
。
彼
女
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
運
ん
で
き
た
原
稿
の
う
ち

の
一
つ
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
恐
怖
か
ら
、「
平
穏
と
安
全
」
を
得
る
た
め
に
改
定
し
て

い
た
こ
と
を
、
彼
女
は
知
っ
て
い
た
」（
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヤ
ン
グ
＝
ブ
ル
ー
エ
ル
『
ハ

ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
伝
』
荒
川
幾
男
他
訳
、
晶
文
社
、
二
四
〇
頁
参
照
）。
も
っ
と
も

旧
全
集
版
編
者
は
、
こ
う
し
た
ヤ
ン
グ
＝
ブ
ル
ー
エ
ル
の
叙
述
の
大
方
を
、
根
拠
の
な

い
も
の
と
し
て
退
け
て
い
る
（cf. GS V

II･2, 781 A
nm
.

）。

（
５
）　

旧
全
集
版
編
者
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
か
ら
ア
ド
ル
ノ
に
渡
さ
れ
た
原
稿
が
、
グ
レ
ー
テ

ル
・
ア
ド
ル
ノ
に
よ
り
写
し
が
取
ら
れ
た
の
ち
に
「
失
わ
れ
た
」
と
推
測
し
て
い
る
（cf. 

GSV
II･2, 781

）。
前
註
に
触
れ
た
ヤ
ン
グ=

ブ
ル
ー
エ
ル
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
ア
ー

レ
ン
ト
は
「
紛
失
」
で
は
な
く
「
意
図
的
に
隠
さ
れ
た
」
の
で
な
い
か
と
疑
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
が
（
前
掲
書
二
三
八
頁
参
照
）、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
原
稿
が
T4
の
底

本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
６
）　

新
全
集
版
の
二
四
〇
│
一
頁
に
は
各
原
稿
の
対
照
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

（
初
刷
で
あ
る
た
め
か
他
の
箇
所
と
同
様
）
不
正
確
な
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
な
お
本

稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
成
立
前
史
に
は
立
ち
入
る

こ
と
は
し
な
い
。

（
７
）　

こ
の
配
列
推
敲
の
様
子
は
、「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
が
あ
た
か
も
冒
頭
か
ら
論



一
八

理
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
解
釈
と
、
脈
絡
に
欠
け
た
断
章
の
集
積
と
見
る
解
釈

と
、
い
ず
れ
を
も
退
け
る
も
の
で
あ
る
。

（
８
）　

各
テ
ー
ゼ
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
旧
版
を
底
本
と
す
る
左
記
の
翻
訳
を
参
照
し
て

ゆ
く
。
★
を
付
し
た
訳
に
は
特
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。

　

●
一
九
四
二
年
版
を
底
本
と
す
る
も
の

”Sur le concept d ’histoire ”, trad. par Pierre M
issac, in, Les T

em
ps M

od-

ernes, n
o25, O

ctobre 1947.

　

●
一
九
五
五
年
版
を
底
本
と
す
る
も
の

”T
heses on the Philosophy of H

istory ”, tr. by H
arry Zohn, in, W

alter Ben-

jam
in, Illum

inations, edited and w
ith an introduction by H

annah 

A
rendt, 1968, N

ew
 Y
ork: Schocken Books 2007.

野
村
修
訳
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集 

Ⅰ
』（
晶
文
社
、

一
九
六
九
年
）
所
収

　

●
旧
全
集
版
を
底
本
と
す
る
も
の
（
底
本
を
明
記
し
て
い
な
い
も
の
も
含
む
）

野
村
修
訳
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル 
他
五
篇
』（
岩
波
文
庫
、
一

九
九
四
年
）
所
収
★

浅
井
健
二
郎
訳
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

１
』（
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
）
所
収
★

”Sur le concept d ’histoire ”, trad. par M
aurice de Gandillac, revue par 

Pierre Rusch, in, W
alter Benjam

in, Œ
uvres, tom

e III, Paris: Gallim
ard 

2000.

”O
n the Concept of H

istory ”, tr. by D
ennis Redm

ond, 2001, 

　
　

http://m
em
bers.efn.org/̃dredm

ond/T
heses_on_H

istory.htm
l

”O
n the Concept of H

istory ”, tr. by H
arry Zohn, in, W

alter Benjam
in, 

Selected W
rithings, vol.4, edited by H

ow
ard Eiland and M

ichael W
. 

Jennings, Cam
bridge et al.: T

he Belknap Press of H
arvard U

niver-

sity Press 2003.

│
一
九
六
八
年
刊
英
訳
と
同
じ
訳
者
の
手
に
な
る
が
、
訳
文

に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

山
口
裕
之
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
』（
河
出
文
庫
、

二
〇
一
一
年
）
所
収

（
９
）　

初
出
の
追
悼
号
も
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
り
別
の
タ
イ
ト
ル
に
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
っ
た
と
い
わ
れ
（cf. 175

）、
じ
っ
さ
い
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と

ア
ド
ル
ノ
の
連
名
に
よ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
へ
の
献
辞
で
は
、”D

ie geschichtsphiloso-

phischen T
hesen ”

の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
（106

）。
ち
な
み
に
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー

は
、
ア
ド
ル
ノ
に
宛
て
た
一
九
四
一
年
の
二
通
の
書
簡
で“Geschichtsthesen ”

と
呼

ん
で
お
り
（cf. 315f.

）、
こ
れ
に
準
じ
た
略
記
を
用
い
る
研
究
文
献
も
多
い
。

（
10
）　

た
だ
し
テ
ー
ゼ
Ⅰ
の
草
案
（121

）、
お
よ
び
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
の
著
作
の

抜
書
き
か
ら
な
る
断
片
（145

）
に
使
わ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

こ
の
語
お
よ
び
そ
の
類
語
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
の
端
々
に
現
れ
、
ド
イ
ツ
民
謡
に

も
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
（
柴
田
育
子
「
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
お
け
る
「
せ
む
し
の
小
人
」
│
「
歴
史
哲
学
」
へ
の
前
奏
曲
│
」
筑
波
大
学
倫

理
学
原
論
研
究
会
「
倫
理
学
」
第
一
八
号
、
二
〇
〇
一
年
、
参
照
）、
従
来
は
「
せ
む

し
の
こ
び
と
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。

（
12
）　Cf. Jeanne M

arie Gagnebin, 
“Ü
ber den Begriff der Geschichte ”, in: 

Burkhardt Lindner (H
rsg.), B

enjam
in H

andbuch, Stuttgart/W
eim
ar: 

J.B.M
etzler 2011, S.284. 

こ
の
対
立
は
旧
全
集
版
刊
行
翌
年
の
論
集 M

aterialien 

zu Benjam
ins T

hesen >Ü
ber den Begriff der G

eschichte<, (hrsg. von P.

Bulthaup, Frankfurt a.M
.: Suhrkam

p 1975) 

所
収
の
諸
論
文
に
集
約
的
に
見
ら

れ
る
。

（
13
）　

“A
usnahm

ezustand ”

と
い
う
語
に
つ
い
て
新
全
集
版
編
者
註
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ

ミ
ッ
ト
『
政
治
神
学
』
第
一
章
「
主
権
の
概
念
」
を
参
照
文
献
と
し
て
い
る
（cf. 

245

）。
な
る
ほ
ど
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
思
想
史
的
文
脈
を
参
照
し
な
が
ら
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
を
読
む

解
釈
者
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
を
こ
の
テ
ー
ゼ
に
結
び
つ
け
る
場
合
が
多
い
（
今
村
仁

司
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
精
読
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
七

頁
以
下
、
仲
正
昌
樹
『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
│
│
「
危
機
」
の
時
代
の
思
想
家



ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
再
読
│
│
新
全
集
版
に
基
づ
い
て
（
一
）│
│

一
九

を
読
む
』
作
品
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
八
頁
以
下
）。
し
か
し
な
が
ら
『
政
治
神
学
』

に
よ
れ
ば
「
例
外
状
態
（
非
常
事
態
）」
と
は
、
主
権
者
と
し
て
の
為
政
者
が
超
法
規

的
な
決
断
を
下
す
状
況
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
国
の
侵
略
や
内
乱
な
ど
に
よ
り
一
国

の
秩
序
が
保
た
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
敵
と
味
方
を
分
別
し
、
敵
に
対
し
秩
序
を
守
る

た
め
に
主
権
者
が
非
常
法
令
を
発
布
す
る
状
況
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
為
政
者
の
視
点

か
ら
す
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
こ
の
用
語
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に

く
い
。
引
用
符
が
付
い
て
い
る
こ
と
と
、
テ
ー
ゼ
中
段
以
降
と
の
関
係
に
留
意
し
て
理

解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
14
）　

な
に
ご
と
に
も
慎
重
な
新
全
集
版
編
者
解
説
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
明
言
を
辞
さ

ず
、
不
可
侵
条
約
締
結
の
衝
撃
を
受
け
て
、
そ
れ
ま
で
構
想
さ
れ
て
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
論
お
よ
び
パ
サ
ー
ジ
ュ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
認
識
論
的
序
論
に
当
た
る
は
ず
の
も
の

が
、「
独
立
の
政
治
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」（182
）
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
15
）　

こ
こ
に
共
に
「
歴
史
的
」
と
訳
し
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ“historisch ”

と“geschicht-

lich ”

で
あ
る
が
、
両
者
（
後
者
は
原
稿
で
は
テ
ー
ゼ
XVII
に
し
か
出
て
こ
な
い
）
を
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
術
語
的
に
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
は

見
え
な
い
（
ニ
ー
チ
ェ
も
ま
た
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
）。”T

radition ”

と“Ü
ber-

lieferung ”

も
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
一
単
語
に
一
訳
語
を
振
り
当
て
て
訳

し
分
け
る
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
文
脈
に
応
じ
た
訳
を
付
け
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
こ
の

テ
ー
ゼ
で
は“V

orstellung ”

を
「
見
方
」
と
訳
し
た
が
、
他
で
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
や
「
想

念
」
な
ど
と
訳
語
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
16
）　Cf. H

istorisches W
örterbuch der Philosophie, hrsg. von J. Ritter, Bd. 5, 

Basel: Scw
abe 1980, Sp.860.

（
17
）　Cf. K

arl M
arx and Frederick Engels, Selected W

orks, M
oscow

: Progress 

1970, S.382f.

（
18
）　

ブ
ハ
ー
リ
ン
『
史
的
唯
物
論
』（
佐
野
勝
隆
・
石
川
晃
弘
訳
、
青
木
書
店
、
一
九
七

四
年
）
一
二
頁
参
照
。

（
19
）　

ス
タ
ー
リ
ン
『
弁
証
法
的
唯
物
論
と
史
的
唯
物
論
』（
石
堂
清
倫
訳
、
国
民
文
庫
社
、

一
九
五
三
年
）
九
五
頁
、
一
二
五
頁
参
照
。

（
20
）　

そ
の
い
ず
れ
か
と
す
る
解
釈
が
こ
れ
ま
で
は
主
流
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
好
村
冨
士

彦
は
、
テ
ー
ゼ
Ⅰ
の
「
史
的
唯
物
論
」
が
、
こ
こ
だ
け
引
用
符
付
き
で
あ
る
点
や
、「
小

さ
く
不
恰
好
」
と
い
う
形
容
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
テ
ー
ゼ
Ⅱ
以
下
と
は
別

の
も
の
と
と
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
（
好
村
冨
士
彦
『
遊
歩
者
の
視
線
│
│
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
を
読
む
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
一
│
一
四
二
頁
）。
し
か
し

次
に
本
文
で
触
れ
る
草
稿
（121

）
で
は
「
私
に
言
わ
せ
れ
ば
」
と
い
う
挿
入
が
あ
る

な
ど
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
立
場
が
当
初
は
ま
ず
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
、
こ
れ
に
は
疑
問
が
残
る
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
図
が
「
唯
物
史
観
に

か
く
れ
て
奉
仕
し
て
い
る
神
学
の
か
ら
く
り
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唯
物

史
観
を
歴
史
哲
学
的
に
よ
り
深
い
と
こ
ろ
か
ら
捉
え
直
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
抗
す
る

た
め
の
よ
り
強
い
武
器
と
し
て
鍛
え
直
す
こ
と
」（
同
一
四
〇
頁
）
に
あ
る
と
い
う
好

村
の
解
釈
そ
の
も
の
は
、
正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
う
。
他
方
、
平
子
友
長
「
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
最
初
の
六
テ
ー
ゼ
の
翻
訳
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
国
際

研
究
』
第
十
八
（
１
）
号
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
史
的
唯
物
論
と
従
来

の
そ
れ
と
の
決
定
的
断
絶
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
、
史
的
唯
物
論
が
「
勝
つ
こ
と
に

な
っ
て
い
る
」
と
訳
す
野
村
・
浅
井
訳
を
「
致
命
的
な
誤
訳
」
と
し
て
「
勝
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
訳
し
直
し
、
こ
こ
で
の
史
的
唯
物
論
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
り
擁
護

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
（
同
三
頁
、
一
五
頁
）。
同
論
文
は
、
第
一
テ
ー
ゼ

の
「
史
的
唯
物
論
」
が
批
判
の
対
象
「
で
し
か
な
い
」
と
す
る
と
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
な

ん
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
す
る
が
（
同
三
頁
）、
ま

さ
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
以
上
の
二
者
択
一
で
あ
ろ
う
。

（
21
）　

好
村
冨
士
彦
は
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
か
ら
の
影
響
を
勘
案
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

の
神
学
と
は
「
奇
跡
」
を
認
め
な
い
十
九
世
紀
以
降
の
「
合
理
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

を
支
え
て
い
る
理
神
論
」
で
あ
る
と
限
定
し
て
解
釈
し
て
い
る
（
好
村
前
掲
書
一
四
〇

│
一
頁
）。

（
22
）　Stefan Gandler

は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
マ
ル
ク
ス
以
降
失
わ
れ
た
史
的
唯
物
論
の
ラ

デ
ィ
カ
リ
テ
ィ
を
賦
活
す
る
た
め
に
神
学
に
手
掛
か
り
を
求
め
た
と
す
る
（S.

Gandler, M
aterialism

us und M
essianism

us. Zu W
alter Benjam

ins T
hesen 



二
〇

Ü
ber den B

egriff der G
eschichte, Bielefeld: A

isthesis 2008, S.20f.

）。

J.M
.Gagnebin

は
さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
に
一
部
の
文
章
が
取
ら

れ
て
も
い
る
一
九
三
七
年
の
「
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ッ
ク
ス
│
│
蒐
集
家
と
歴
史
家
」

に
、
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
の
諸
論
点
の
ほ
と
ん
ど
が
触
れ
ら
れ
て
い
て
も
、「〈
神
学
〉
を

引
き
合
い
に
出
す
こ
と
」
だ
け
は
な
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
うRainer Lochlitz

の

観
察
を
受
け
て
、
神
学
的
モ
チ
ー
フ
の
導
入
が
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
締
結
以
後
の
八
方

ふ
さ
が
り
の
状
態
に
お
い
て
こ
そ
な
さ
れ
た
と
見
る
（Gagnebin, op.cit., S.286

）。


