
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
（
二
）│
│

三

は
じ
め
に

　

生
前
は
無
名
と
い
う
に
も
等
し
く
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
ア
ド
ル
ノ
を
は
じ
め
と

し
た
一
部
の
人
び
と
に
の
み
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
（
一
八
九
二
〜
一
九
四
〇
年
）
は
、
一
九
五
五
年
の
二
巻
本
著
作
集
刊
行
に
よ
り
、

異
端
の
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
西
ド
イ
ツ
思

想
界
の
表
舞
台
に
躍
り
出
て
、
若
者
を
中
心
に
熱
狂
的
に
読
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
反
体
制
運
動
の
さ
な
か
に
お
い
て
だ
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
を
受
け
て
日
本
語
の
翻
訳
も
、
十
五
巻
か
ら
な
る
『
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
』（
晶
文
社
）
の
刊
行
が
一
九
六
九
年
に
開
始
さ
れ
た
。
当

初
の
読
者
の
か
な
り
の
部
分
が
、
そ
の
時
期
の
政
治
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
人

び
と
で
あ
っ
た
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。「
暴
力
批
判
論
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト

ル
だ
け
で
、
彼
ら
の
関
心
を
喚
起
す
る
に
十
分
だ
っ
た
と
も
。

　

そ
の
の
ち
彼
の
著
作
が
日
本
社
会
に
お
い
て
ふ
た
た
び
脚
光
を
浴
び
た
の
は
、

一
九
九
〇
年
代
の
前
半
か
ら
ゼ
ロ
年
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。『
パ

サ
ー
ジ
ュ
論
』（
岩
波
書
店
）
の
全
五
巻
翻
訳
が
一
九
九
三
年
に
刊
行
さ
れ
、
ち

く
ま
文
庫
版
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
の
刊
行
が
一
九
九
五
年
に
始

ま
る
。
そ
の
間
に
は
晶
文
社
版
『
著
作
集
』
所
載
の
野
村
修
の
訳
業
が
、
岩
波

文
庫
に
収
め
ら
れ
も
し
た
。
ソ
連
東
欧
社
会
主
義
ブ
ロ
ッ
ク
の
瓦
解
と
い
う
事

態
を
受
け
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
別
の
可
能
性
を
模
索
す
る
と
い
う
動
き
が
、

背
景
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
同
時
に
、
冷
戦
体
制
に
よ
っ
て
隠
蔽
・
抑

圧
さ
れ
て
い
た
歴
史
の
証
人
た
ち
が
み
ず
か
ら
名
乗
り
出
る
と
と
も
に
、
過
去

の
痕
跡
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
問
題
が
切
実
に
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
。
関
心
は
お
の
ず
と
彼
の
遺
稿
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」（
別
名
「
歴

史
哲
学
テ
ー
ゼ
」、
一
九
三
九
〜
四
〇
年
執
筆
）
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

そ
の
後
、
時
代
が
ひ
と
め
ぐ
り
し
て
二
〇
一
〇
年
代
も
な
か
ば
に
さ
し
か
か

ろ
う
と
い
う
い
ま
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
を
読
む
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
だ

ろ
う
か
。
二
十
世
紀
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
思
想
家
の
ひ
と
り
と
い
う
地

位
を
、
世
紀
の
変
わ
り
目
ご
ろ
に
は
す
で
に
不
動
の
も
の
に
し
て
い
た
と
い
え

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
（
二
）│
│

鹿　

島　
　
　

徹
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よ
う
が
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
の
著
作
が
、
学
術
研
究
の
対
象
と
し
て
読
ま
れ
解

釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
言
葉

を
使
え
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
著
作
は
い
や
お
う
な
し
に
「
文
化
財
」
の
一
部
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
彼
の
い
う
「
史
的
唯
物
論
」
と
は
、
そ
れ
が
対
決

し
か
つ
換
骨
奪
胎
し
よ
う
と
し
た
は
ず
の
旧
来
の
史
的
唯
物
論
の
一
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
先
鋭
性
・
異
端
性
を
削
ぎ
落
そ
う
と

す
る
解
釈
も
現
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
「
敵
が
勝
利
を
収
め
る
と
き
に
は
死
者

も
ま
た
無
事
で
は
い
ら
れ
な
い
」（
テ
ー
ゼ
Ⅵ
）。

　

こ
う
し
た
な
か
、
二
〇
一
〇
年
に
新
し
い
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
全
集
（W
alter Ben-

jam
in W

erke und N
achlaß. K

ritische G
esam

tausgabe, Frankfurt a.M
.: Suhrkam

p 

2008ff.

）
の
第
十
九
巻
と
し
て
「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」
の
批
判
的
校
訂
版

が
出
版
さ
れ
、
い
ま
に
遺
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
原
稿
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
通

読
し
、
ま
た
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
自
由
主
義

的
経
済
政
策
の
主
導
下
で
資
本
と
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
展
し

て
ゆ
き
、
そ
れ
と
併
走
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
鼓
吹
の
も
と
歴
史
認
識
の
問

題
が
ふ
た
た
び
本
格
的
に
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
い
ま
こ
そ
、「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」

を
再
読
す
る
意
味
が
あ
る
と
私
は
思
う
が
、
そ
の
意
味
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
テ
ク
ス
ト
の
細
部
に
わ
た
る
解
釈
と
新
た
な
訳
文
の

作
成
を
通
し
て
示
す
ほ
か
は
な
い
。
二
〇
一
二
年
度
か
ら
私
の
担
当
す
る
大
学

院
・
学
部
の
演
習
で
は
、
最
初
の
タ
イ
プ
原
稿
（
T1
）
を
テ
ク
ス
ト
に
検
討
作

業
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
読
み
取
り
の
暫
定
的
成
果
を
ま
ず
『
早
稲
田
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
五
八
輯
（
二
〇
一
三
年
二
月
）
に
発
表
し
た
。
本
稿

は
そ
れ
を
さ
ら
に
継
続
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
用
い
る
略
号
や

参
照
し
た
翻
訳
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
の
紀
要
前
号
所
載
論
考
（CiN

ii

な
ど
を

通
じ
て
検
索
・
閲
覧
で
き
る
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
）
1
（

。

●
テ
ー
ゼ
Ⅱ

【
訳
】「
人
間
の
気
質
に
特
有
な
点
の
う
ち
、
と
く
に
注
目
に
値
す
る
点
の

ひ
と
つ
は
、
個
々
人
は
じ
つ
に
多
く
の
我
欲
に
満
ち
て
い
な
が
ら
も
、
一

般
に
現
在
が
み
ず
か
ら
の
将
来
に
た
い
し
て
羨
望
を
お
ぼ
え
る
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」、
と
ロ
ッ
ツ
ェ
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
省
察

に
も
と
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
み

ず
か
ら
生
を
営
ん
で
ゆ
く
に
あ
た
り
否
応
な
し
に
時
間
の
う
ち
に
置
か
れ

て
い
る
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
抱
い
て
い
る
し
あ
わ
せ
〔
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の

よ
さ
・
幸
運
〕
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
（Bild

）
は
、
そ
の
時
間
に
徹
底
し
て
色

づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
羨
望
〔
自
分
が
も
し
そ

う
だ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
の
思
い
〕
を
喚
起
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
あ
わ

せ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
話
を
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
人
び
と
と
と
も
に
、

わ
れ
わ
れ
に
身
を
委
ね
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
女
性
た
ち
と
と
も
に
、
わ

れ
わ
れ
が
呼
吸
し
た
空
気
の
な
か
に
し
か
な
い
。
言
い
か
え
る
な
ら
、
し

あ
わ
せ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
は
、〔
現
に
あ
っ
た
出
来
事
の
因
果
必
然
的
な
連
鎖

か
ら
の
〕
解
き
放
ち
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
分
か
ち
が
た
く
ゆ
ら
め
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
が
問
題
に
す
る
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
、

事
情
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
過
去
に
は
ひ
そ
か
な
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が



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
（
二
）│
│

五

付
さ
れ
、
解
き
放
た
れ
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
去
の
人

び
と
を
包
ん
で
い
た
空
気
の
そ
よ
ぎ
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
そ
っ
と
触
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
耳
を
傾
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

声
の
う
ち
に
、
い
ま
や
黙
し
て
語
ら
な
い
人
び
と
の
声
が
こ
だ
ま
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
言
い
寄
っ
て
い
る
女
性
た
ち
に

は
、
も
は
や
彼
女
ら
す
ら
も
相
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
姉
た
ち
が
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
か
つ
て
存
在
し
た

世
代
と
わ
れ
わ
れ
の
世
代
と
の
あ
い
だ
に
は
、
ひ
そ
や
か
な
出
会
い
の
約

束
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
地
上
に
お
い
て
、
ず
っ
と
待
ち
望
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
、
以
前
の
世
代
が
い
ず
れ
も
そ
う
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
く
、

わ
れ
わ
れ
に
は
か
す
か
な

0

0

0

0

メ
シ
ア
的
な
力
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
過
去
は
こ
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の

要
求
を
無
下
に
あ
し
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
史
的
唯
物
論

者
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。

　

テ
ー
ゼ
Ⅰ
に
お
け
る
、
い
さ
さ
か
韜
晦
を
含
ん
だ
導
入
部
に
続
い
て
、
こ
こ

か
ら
テ
ー
ゼ
Ⅳ
ま
で
「
史
的
唯
物
論
」
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
呼
ぶ
も
の
の
基
本
課

題
が
示
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
こ
の
テ
ー
ゼ
Ⅱ
に
お
い
て
、
端
的
に
〈
過
去
の

解
き
放
ち
〉
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
「
解
き
放
ち
」
と
訳
し
て
ゆ
く
原
語
は“Erlösung ”

で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
日
本
語
訳
で
は
「
解
放
」、
あ
る
い
は
「
救
済
」
と
訳
さ
れ
て
き
た

が
）
2
（

、
ど
の
訳
語
を
採
る
に
し
て
も
〈
過
去
のErlösung

〉
と
い
う
事
態
が
な

に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
、
テ
ク
ス
ト
に
そ
く
し
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
下
に
続
く
諸
テ
ー
ゼ
で
は
、
と
く
に
テ
ー
ゼ
XVII
が
そ
う
だ
が
、〈
均
質
で

空
虚
な
時
間
を
媒
体
と
す
る
出
来
事
の
継
起
〉
か
ら
特
定
の
出
来
事
を
取
り
だ

し
て
、
現
在
に
と
り
も
ど
す
手
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
か
ら
振
り

返
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
因
果
的
必
然
論
に
も
と
づ
く
〈
そ

の
よ
う
で
し
か
な
か
っ
た
過
去
〉
と
い
う
と
ら
え
か
た
を
突
破
し
て
、
因
果
連

鎖
の
な
か
に
埋
も
れ
た
出
来
事
と
現
在
と
の
出
会
い
を
果
た
す
と
い
う
、
そ
う

し
た
基
本
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
右
に
「
出
会
い
の
約
束
」
と
訳

し
た
の
は“V

erabredung ”

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
従
来
は
「
約
束
」
と
訳
さ

れ
て
き
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
「
ラ
ン
デ
ブ
ー
（rendez-vous

）」
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
現
在
と
過
去
と
の
「
出
会
い
の
約
束
」
の
こ
と
だ
）
3
（

。

こ
の
出
会
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
現
行
の
歴
史
の
見
方
│
│
こ
れ
が
一
方
で

は
歴
史
実
証
主
義
、
他
方
で
は
進
歩
史
観
で
あ
る
こ
と
が
の
ち
に
明
ら
か
に
な

る
│
│
に
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
出
来
事
の
連
鎖
、
ま
さ
に
〈
鎖
の
連
な
り
〉
に

埋
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
出
来
事
を
「
解
き
放
ち
・
救
い
出
す
こ
と

（Er-lösung

）」
が
、「
史
的
唯
物
論
」
の
課
題
に
な
る
と
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
語
っ

て
い
る
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
見
よ
う
。

　

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、「
歴
史
が
問
題
と
す
る
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
も
、

事
情
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
」
の
と
こ
ろ
で
、
前
半
と
後
半
に
区
分
さ
れ
る
。

前
半
は
個
人
的
な
体
験
の
レ
ベ
ル
、
後
半
は
「
歴
史
」
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
も
っ
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と
も
後
半
に
も
「
わ
れ
わ
れ
が
耳
を
傾
け
る
声
の
う
ち
に
、
い
ま
や
黙
し
て
語

ら
な
い
人
び
と
の
声
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ

が
言
い
寄
っ
て
い
る
女
性
た
ち
に
は
、
も
は
や
彼
女
ら
す
ら
も
知
る
こ
と
の
な

い
姉
た
ち
が
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
語
ら
れ
て
、
個
人
的
体
験
の
レ

ベ
ル
に
戻
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
じ
つ
は
こ
の
く
だ
り
は
元
原
稿
と

な
っ
た
MHA
に
は
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
を
タ
イ
プ
原
稿
に
起
こ
し
た
T1
に
あ
と
で

手
書
き
で
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
）
4
（

、
そ
れ
は
措
い
た
と
し
て
、
い
ず

れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
前
半
と
は
趣
を
異
に
し
、〈
現
在
で
は
忘
却
さ
れ
て
し

ま
っ
た
過
去
〉
と
現
在
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
そ

れ
が
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
出
会
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
過
去
と

現
在
と
の
か
か
わ
り
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
歴
史
」
の
次
元
に
お
け
る
〈
過

去
の
解
き
放
ち
〉
と
い
う
課
題
の
所
在
を
示
し
て
い
る
わ
け
な
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
前
半
で
は
、
あ
り
え
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
実
現
し
な
か
っ
た
事

柄
、
つ
ま
り
〈
反
実
仮
想
〉
の
次
元
に
属
す
る
事
柄
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

後
半
が
隠
蔽
・
忘
却
さ
れ
た
過
去
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
の
と
は
、
対
照
的

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
に
お
い
て
救
済
な
い
し
解

放
さ
れ
る
も
の
は
、〈
過
去
の
未
実
現
の
可
能
性
〉
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解

釈
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七

年
）
第
一
部
第
二
篇
第
五
章
「
時
間
性
と
歴
史
性
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
、
そ

れ
を
受
け
た
リ
ク
ー
ル
『
時
間
と
物
語
』（
一
九
八
三
〜
五
年
）
で
、
と
り
わ
け

抑
圧
さ
れ
た
人
び
と
の
過
去
と
の
関
係
に
強
調
を
置
い
て
再
論
さ
れ
た
思
想
に
、

い
ち
じ
る
し
く
接
近
し
た
着
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
全
体

の
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ
て
ゆ
く
分
水
嶺
と
も
い
う
べ
き
地
点
で
あ
る
。

　

私
と
し
て
は
、
右
の
着
想
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
遺
し
た
テ
ク
ス
ト
に
読
み
と
れ

る
（
と
く
に
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』N

8,1

）
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、「
歴
史
哲
学
テ
ー

ゼ
」
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
定
位
し
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
を
進
め
る
べ
き
か

を
考
え
て
み
た
い
。
続
く
諸
テ
ー
ゼ
を
読
み
進
め
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ

が
、「
解
き
放
ち
」
の
対
象
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
隠
蔽
さ
れ
、

あ
る
い
は
因
果
的
叙
述
に
よ
り
平
板
化
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
過

去
に
実
際
に
生
じ
た
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
た
と
え
ば
古
代
ロ
ー
マ
共
和
制
・

過
去
の
流
行
）。
そ
の
よ
う
な
過
去
と
の
出
会
い
が
、
過
去
を
現
在
に
取
り
戻
し

て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
し
つ
つ
、
現
在
そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
詳
し
く
は
以
下
に
見
る
が
、
さ
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
右
の
反
実
仮
想

の
く
だ
り
は
、
次
の
よ
う
に
捉
え
る
の
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ

わ
れ
は
日
常
の
生
活
の
な
か
で
、
ふ
と
「
も
し
あ
の
と
き
あ
あ
し
て
い
た
ら
よ

か
っ
た
の
に
」
と
い
う
感
覚
を
い
だ
く
こ
と
が
あ
る
。
一
声
か
け
て
い
た
ら
、

興
味
ぶ
か
い
話
題
で
愉
し
い
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
で
き
、
充
実
し
た
時
を
過

ご
す
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
に
、
な
ど
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
し
た
可
能
的
過
去
へ
の
思
い
に
導
か
れ
て
、〈
過
去
の
出
来
事
は
必
然
的

に
生
起
し
、
も
は
や
取
り
戻
し
よ
う
も
な
い
も
の
だ
〉
と
い
う
通
念
に
亀
裂
を

あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
な
感
覚
を
研
ぎ
澄

ま
す
と
き
、
そ
れ
は
歴
史
的
過
去
を
解
き
放
っ
て
現
在
に
取
り
戻
す
「
か
す
か

0

0

0

な0

メ
シ
ア
的
な
力
」
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
。

　

そ
れ
で
は
「
メ
シ
ア
」
と
は
な
に
か
。
メ
シ
ア
と
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝
統
の
な



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
（
二
）│
│

七

か
で
、
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

遠
く
サ
ウ
ル
、
ダ
ビ
デ
の
事
績
に
端
を
発
し
、
イ
ザ
ヤ
書
後
半
（
い
わ
ゆ
る

第
二
イ
ザ
ヤ
）
に
思
想
的
源
流
を
も
つ
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
大
別
し
て
民
族
主

義
的
関
心
の
強
い
政
治
的
終
末
論
と
、
個
人
の
運
命
に
関
心
を
寄
せ
る
宇
宙
的

終
末
論
と
に
区
別
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、
ダ
ビ
デ
の
子
孫
に

生
ま
れ
た
メ
シ
ア
が
軍
事
的
指
導
者
と
な
っ
て
、
離
散
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
を

エ
ル
サ
レ
ム
に
集
め
、
他
民
族
を
屈
従
さ
せ
て
、
世
界
の
中
心
と
な
る
王
国
を

建
設
す
る
。
こ
れ
は
下
っ
て
十
九
世
紀
後
半
に
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
い
う
変
種
を
生

み
出
す
ま
で
に
い
た
る
、
政
治
的
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て

宇
宙
的
終
末
論
に
よ
れ
ば
、
天
変
地
異
と
と
も
に
サ
タ
ン
の
王
国
が
破
滅
し
、

す
べ
て
の
死
者
が
復
活
し
て
、
生
き
て
い
る
者
と
と
も
に
、
彼
ら
の
す
べ
て
の

行
為
が
記
録
さ
れ
て
い
る
「
生
命
の
書
」
に
し
た
が
っ
て
メ
シ
ア
に
よ
る
「
最

後
の
審
判
」
を
受
け
る
。
そ
れ
に
よ
り
義
人
は
永
遠
の
生
命
を
得
て
神
の
国
に

入
り
、
罪
人
は
地
獄
に
落
ち
て
永
遠
の
業
火
と
蛆
に
苦
し
め
ら
れ
る
）
5
（

。

　

い
ま
こ
の
二
類
型
区
分
に
し
た
が
う
な
ら
、
テ
ー
ゼ
Ⅱ
で
念
頭
に
置
か
れ
て

い
る
「
メ
シ
ア
」
と
い
う
思
想
形
象
は
、
明
ら
か
に
後
者
の
系
譜
の
延
長
線
上

に
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
メ
シ
ア
的
な
力
」
と
は
後
者
で
は
、
終
末
の
日
に
お

い
て
、
過
去
に
生
じ
た
い
っ
さ
い
の
出
来
事
を
現
在
に
呼
び
戻
す
想
起
の
力
な

の
だ
か
ら
。
も
ち
ろ
ん
超
人
的
な
メ
シ
ア
な
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
過

去
と
現
在
に
つ
い
て
の
〈
全
知
〉
の
能
力
を
も
ち
は
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
発

揮
し
う
る
の
は
、「
か
す
か
な
」
メ
シ
ア
的
な
力
で
あ
り
、
か
ろ
う
じ
て
過
去

の
出
来
事
の
い
く
た
り
か
を
現
在
に
と
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
力
を
研
ぎ
澄
ま
し
発
現
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
全

知
の
「
メ
シ
ア
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
理
想
型
な
い
し
仮
想
的
完
成
態

が
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
思
想
的
な
導
き
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
「
メ
シ
ア
」
が
、〈
救
世
主
〉
と
し
て
人
々
を
政
治
的
に
解
放

す
る
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
は
宗
教
的
信
仰
の
対
象
で
も
な

い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
神
学
に
由
来
す
る
形
象
で
あ
る
。

そ
れ
を
語
る
こ
と
は
「
神
論
的
（
神
学
的theologisch

）」
な
も
の
で
あ
る
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
だ
が
〈
過
去
・
現
在
の
す
べ
て
の
出
来
事
を
知
る
者
〉
と
い
う

こ
の
思
想
形
象
に
働
き
か
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
隠
蔽
さ
れ
忘
却
さ
れ
た
過
去

の
出
来
事
に
ふ
た
た
び
相
ま
み
え
る
こ
と
へ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
促
さ
れ
る
。
そ

れ
が
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
に
お
け
る
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な

の
だ
）
6
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
「
イ
メ
ー
ジ
」　

右
の
テ
ー
ゼ
訳
文
に
は
「
し
あ
わ
せ
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う

言
葉
が
二
回
出
て
く
る
。
こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
原
語
は
、
最
初
は“Bild ”

で

あ
り
、
二
番
目
は“V

orstellung ”

で
あ
る
。“Bild ”

と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
思
想

に
お
い
て
、
と
く
に
歴
史
の
「
物
語
・
物
語
る
こ
と
（Erzählung

）」
と
の
対

比
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
た
め
、
そ
の
理
解
と
訳
語
の
選
定
に
は

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
を
通
読
す
る

と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
か
な
ら
ず
し
も
術
語
的
に
定
常
化
し
て
用
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿



八

で
彼
が
両
者
い
ず
れ
と
も
に
、「
イ
マ
ー
ジ
ュ
（im

age

）」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語

を
当
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
か
ら“Bild ”

が
使
わ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
原
語
を
訳
文
に
挿
入
し
て
ゆ
く
が
、
一
律
に
「
像
」
と

訳
す
と
不
自
然
さ
が
生
じ
か
ね
な
い
た
め
、
場
合
に
応
じ
て
「
イ
メ
ー
ジ
」
と

訳
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て“V

orstellung ”

は
、
哲
学
用
語
と
し
て
は
長
ら
く
「
表

象
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
こ
の
語
を
基
本
術
語

と
し
て
い
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
枠
組
み
で
い
っ
て
も
、「
表
象
」
と
は
「
直
観
」

お
よ
び
「
概
念
」
と
の
中
間
に
位
置
し
、
そ
れ
ら
と
の
対
比
で
「
心
に
（
あ
り

あ
り
と
）
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
・
お
よ
び
そ
の
像
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、

ま
さ
に
「
イ
メ
ー
ジ
」
な
の
で
あ
る
。“Bild ”
の
訳
語
と
使
い
分
け
る
た
め
か

「
想
念
」
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
テ
ー
ゼ
Ⅷ
や
テ
ー
ゼ

Ⅹ
に
見
ら
れ
る
「
歴
史
のV

orstellung

」
は
「
歴
史
の
想
念
」
よ
り
「
歴
史

の
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
た
ほ
う
が
意
味
が
通
り
や
す
く
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
歴
史

の
見
方
」
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
れ
に
も
統
一
的
な
訳
語
を

あ
て
る
こ
と
は
せ
ず
に
、「
イ
メ
ー
ジ
」
を
基
本
と
し
、
文
脈
に
応
じ
て
他
の

訳
語
も
用
い
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　

ち
な
み
に
こ
の
T1
の
テ
ー
ゼ
Ⅱ
の
原
型
で
あ
る
MHA
の
同
番
号
の
テ
ー
ゼ
に
は
、

さ
ら
に
そ
の
下
敷
き
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
断
章
が
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に

N
13 a,1

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
冒
頭
の
ロ
ッ
ツ
ェ
（Rudolf H

er-

m
ann Lotze, 1817-81

）
か
ら
の
出
典
が
『
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
』
第
三
巻
（
ラ
イ
プ

チ
ヒ
、
一
八
六
四
年
）
四
十
九
頁
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
引
用
も
T1
よ
り
正
確
に

な
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
コ
メ
ン

ト
に
お
け
る
右
の
「
し
あ
わ
せ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
」
に
当
た
る
箇
所
に“Bild ”

は
使
わ
れ
ず
、
い
ず
れ
も“V

orstellung ”

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
）
7
（

。

　
「
し
あ
わ
せ
」　

こ
れ
ま
で
の
日
本
語
訳
で
「
幸
福
」
と
訳
さ
れ
て
き
た

“Glück ”

と
い
う
語
は
、
な
る
ほ
ど
当
人
に
と
っ
て
は
「
幸
福
」
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
「
羨
望
」
を
い
だ
く
者
、「
う
ま
く
や
っ
た
な
」
と
思
う
者
に
と
っ
て

は
「
幸
運
」
と
表
現
す
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

が
偶
然
の
機
会
に
未
知
の
ひ
と
び
と
と
会
話
を
す
る
な
ど
し
て
充
実
し
た
時
を

過
ご
し
て
「
幸
福
」
を
感
じ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の
よ
さ
・

僥
倖
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
仕
合
わ
せ
」
と
い
う
漢
字
表
記
に
は
、
そ
の

語
義
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
右
の
訳
文
で
は
「
し
あ
わ
せ
」

と
表
記
し
て
、「
幸
福
」
と
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
の
よ
さ
」
の
両
義
を
響
か
せ
る

工
夫
を
し
て
み
た
。

　

ち
な
み
に
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
右
に
触
れ
た
断
章
は
、
そ
の
後
半
が
か
な

り
異
な
っ
た
論
に
な
っ
て
お
り
、「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
以
下
に
見
る
思
想

内
容
に
重
な
る
事
柄
が
語
ら
れ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
そ
の
な
か
に
突
出
し
た
文

章
と
し
て
、「
こ
の
し
あ
わ
せ
は
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
置
か
れ
て
い

た
慰
め
の
な
い
状
態
、
見
棄
て
ら
れ
た
状
態
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
一
文

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
が
じ
っ
さ
い
に
は
「
不
運
で
あ
っ
た
」
と
い
う

過
去
の
状
態
に
照
ら
し
て
、「
も
し
別
様
で
あ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」（N

13a,1

）

と
い
う
想
い
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
〈
反
実
仮
想
〉
と
し
て
、
そ



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
（
二
）│
│

九

の
「
運
に
恵
ま
れ
た
別
様
の
過
去
」
に
お
け
る
「
し
あ
わ
せ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

浮
か
び
上
が
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
時
間
」　

原
語
は
「
時
代
」
と
も
訳
す
こ
と
の
で
き
る“Zeit ”

で
あ
り
、じ
っ

さ
い
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
訳
は
す
べ
て
こ
こ
を
「
時
代
」
と
訳
し
て
き
た
。「
時

代
」
と
す
る
な
ら
、
特
定
の
時
代
状
況
が
念
頭
に
置
か
れ
、
人
間
が
み
ず
か
ら

選
ぶ
こ
と
な
く
特
定
の
時
代
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
意
味
を
な
す
読
み
方
だ
が
、
同
時
に
わ

れ
わ
れ
の
生
の
営
み
は
一
般
に
「
時
間
」
と
い
う
形
式
を
否
応
な
し
に
と
っ
て

い
る
と
い
う
読
み
方
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
当
該
の
箇
所
は
ま
だ
「
歴

史
」
の
レ
ベ
ル
に
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
個
人
的
経
験
の
レ
ベ
ル
を
念
頭
に

置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
後
者
の
理
解
に
立
っ
て
「
時
間
」
と

訳
し
た
。

　

じ
っ
さ
い
右
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』N
13 a,1

の
対
応
断
章
で
は
「
わ
れ
わ

れ
の
生
〔
生
き
る
こ
と
〕
の
時
間
」
と
、
ご
く
簡
潔
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

が
や
や
わ
か
り
に
く
い
表
現
に
変
え
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
の
ち
に
「
歴
史
哲
学

テ
ー
ゼ
」
に
出
て
く
る
「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」、
生
起
す
る
事
柄
に
と
っ
て

は
外
的
な
一
般
形
式
と
し
て
の
時
間
と
は
区
別
さ
れ
た
、〈
生
き
る
こ
と
そ
の

こ
と
に
不
可
避
的
に
随
伴
し
て
生
起
す
る
時
間
〉
を
指
し
示
す
た
め
だ
ろ
う
。

そ
の
時
間
と
は
、
座
標
軸
の
直
線
上
に
位
置
し
て
い
る
そ
の
つ
ど
の
〈
い
ま
〉

の
点
を
た
ど
っ
て
経
過
し
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
、
生
き
る
こ
と
そ
の
こ
と
と

し
て
現
在
・
将
来
・
過
去
に
分
節
化
さ
れ
つ
つ
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の

か
ぎ
り
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
時
間
性
（Zeitlichkeit

）」

の
議
論
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
『
存
在
と
時
間
』
が
根
源
的
時

間
に
お
け
る
「
将
来
〔
自
己
自
身
へ
の
到
来
〕」
の
優
位
を
語
っ
て
い
る
の
に
た
い

し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
論
は
「
過
去
」
に
強
調
を
置
い
て
い
る
点
に
決
定
的
な
相

違
が
あ
る
こ
と
は
見
の
が
せ
な
い
。

　
「
無
下
に
あ
し
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
」　

こ
れ
は
「
な
ま
な
か
に
は
こ
た
え

ら
れ
ぬ
」（
野
村
訳
）
と
訳
す
こ
と
も
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
「
あ
し
ら
う
」「
こ

た
え
る
」
に
当
た
る
原
語
の“abfertigen ”

は
、
①
「
片
づ
け
る
」、
②
「
は

ね
つ
け
る
」
と
い
う
二
つ
の
辞
書
的
意
味
を
も
つ
。
文
脈
か
ら
考
え
る
と
、「
過

去
の
要
求
」
に
応
え
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
観
に
よ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も

試
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
は
「
は
ね
つ
け
」
ら
れ
て
き
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
用
い
ら
れ
て
い
る“éluder ”

（
回

避
す
る
）
に
も
対
応
す
る
②
の
意
味
と
と
っ
て
訳
し
た
。
史
的
唯
物
論
の
立
場

に
立
つ
者
だ
け
が
、
こ
の
要
求
を
ま
と
も
に
取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
も
っ
と
も
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
な
ま
な
か
に
」
は
で
き
な

い
わ
け
な
の
だ
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

MHA
の
テ
ー
ゼ
Ⅱ
元
原
稿
に
手
を
加
え
て
成
立
し
た
T1
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
右

に
触
れ
た
加
筆
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
語
句
に
修
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
も
、
右
に
触
れ
た
以
外
に
多
く
の
異
同
が
見
ら
れ
、
文
の

順
序
が
異
な
っ
て
い
た
り
、
文
意
が
異
な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
な
か
で
も

特
筆
す
べ
き
な
の
は
、「
解
き
放
ち
」
と
右
に
訳
し
た“Erlösung ”

に
た
い
し
、

訳
文
上
の
最
初
の
箇
所
で
は“salut ”

（
救
済
）、二
番
目
で
は“rédem

ption ”

（
あ



一
〇

が
な
い
）
と
、
異
な
っ
た
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
先

回
り
し
て
い
え
ば
、
次
の
テ
ー
ゼ
Ⅲ
で
は“erlöst ”

と
い
う
過
去
分
詞
を
、
一

度
目
は“restituée et sauve ”

（
復
元
さ
れ
救
済
さ
れ
た
）、二
度
目
に
は“rétabli ”

（
元
の
状
態
に
戻
っ
た
）
と
し
て
い
る
。“Bild ”

と
同
様
に
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」

の
鍵
と
な
る“Erlösung ”

と
い
う
語
も
ま
た
、
け
っ
し
て
固
定
し
た
内
容
を

も
つ
術
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

●
テ
ー
ゼ
Ⅲ

【
訳
】
年
代
記
編
纂
者
は
、
出
来
事
に
大
小
の
区
別
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、

そ
の
ま
ま
列
挙
し
て
ゆ
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
生
じ
た
こ
と

は
い
ず
れ
も
歴
史
に
と
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
と
諦
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
真
理
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
み
ず
か

ら
の
過
去
を
十
全
な
す
が
た
で
手
中
に
お
さ
め
る
の
は
、
解
き
放
た
れ
た

人
類
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
な
こ
と
だ
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
人
類
に
と
っ

て
は
じ
め
て
、
過
去
が
そ
の
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
呼
び
起
こ
さ
れ
う
る

〔
引
用
さ
れ
う
る
〕
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
人
類
の
生
き
た
ど
の
瞬
間
も
、

呼
び
起
こ
さ
れ
顕
彰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
終
末
の
日
と
は
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
日
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
「
か
つ
て
生
じ
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
歴
史
に
と
っ
て
失
わ
れ
た
も

の
と
諦
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
真
理
」
が
語
り
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
重
要
だ
。フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
「
真
理
」
に“m

ajeure ”

（
き
わ
め
て
重
要
な
・

重
大
な
）
と
い
う
形
容
詞
が
付
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
は
「
歴
史
哲
学
テ
ー

ゼ
」
の
全
体
を
主
導
す
る
と
い
っ
て
も
い
い
、
根
本
的
な
思
想
で
あ
る
）
8
（

。

　
「
歴
史
」
と
は
通
常
は
、
あ
る
結
末
が
生
じ
る
に
あ
た
っ
て
重
要
と
思
わ
れ

る
出
来
事
を
取
り
上
げ
、
時
系
列
上
に
配
置
す
る
「
物
語
り
行
為
」
に
よ
っ
て

営
ま
れ
る
。
そ
れ
は
重
要
で
は
な
い
と
さ
れ
る
出
来
事
を
叙
述
か
ら
除
外
し
、

結
果
と
し
て
成
立
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
背
後
に
隠
蔽
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
除
外
・
隠
蔽
さ
れ
た
出
来
事
を
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
て
、
新
た
に
ス

ト
ー
リ
ー
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
な
お
、
無
数
の
出
来
事
が

「
歴
史
に
と
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
」
と
な
っ
て
し
ま
う
）
9
（

。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
年
代
記
を
編
纂
す
る
者
は
、
そ
の
よ
う
な
選
択
・
排
除
を

行
な
う
こ
と
な
く
、
出
来
事
を
そ
の
ま
ま
列
挙
し
て
ゆ
く
。
も
っ
と
も
じ
っ
さ

い
の
と
こ
ろ
は
、
な
ん
ら
か
の
基
準
に
よ
る
出
来
事
の
選
択
な
し
に
年
代
記
の

作
成
を
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
に
ち
が
い
な
い
。
年
代
記
と
は
為
政
者
の
意
向

で
編
纂
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
と
は

い
え
、
可
能
な
か
ぎ
り
で
公
平
に
網
羅
す
る
こ
と
を
心
が
け
よ
う
と
す
る
そ
の

姿
勢
（
た
と
え
ば
古
代
中
国
の
史
官
に
お
け
る
「
直
筆
」）
は
、
期
せ
ず
し
て
右
の
真

理
を
「
考
慮
に
入
れ
て
い
る
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

年
代
記
編
纂
者
に
は
不
完
全
に
し
か
な
さ
れ
な
い
〈
過
去
の
一
切
を
掌
握
し
、

過
去
の
ど
の
瞬
間
を
も
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
〉。
そ
れ
が
可
能
な

の
は
「
解
き
放
た
れ
た
（erlöst

）」
人
類
で
あ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
い
う
。
こ

の
場
合
の
「
解
き
放
ち
」
と
は
、
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
全
体
を
一
読
し
た
う
え
で
、
ま
ず
現
世
的
な
次
元
で



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
（
二
）│
│

一
一

考
え
て
み
よ
う
。
人
類
が
「
解
き
放
た
れ
る
」
必
要
が
あ
る
の
は
、
①
歴
史
の

勝
者
と
し
て
の
支
配
階
級
に
よ
る
抑
圧
お
よ
び
過
去
の
文
化
財
の
占
有
か
ら
で

あ
り
（
テ
ー
ゼ
Ⅵ
参
照
）、
②
過
去
の
出
来
事
を
あ
っ
た
と
お
り
に
捉
え
る
と
称

し
て
、
実
の
と
こ
ろ
は
勝
者
の
立
場
に
感
情
移
入
し
、
文
化
財
の
陰
に
埋
も
れ

た
被
支
配
者
の
事
績
を
視
野
の
外
に
置
く
「
歴
史
主
義
」
の
歴
史
観
か
ら
で
あ

り
（
テ
ー
ゼ
Ⅶ
参
照
）、
③
「
進
歩
」
を
歴
史
の
一
般
傾
向
と
み
な
し
、
そ
れ
を

基
準
に
過
去
の
大
多
数
の
出
来
事
や
事
物
を
用
済
み
の
も
の
・
無
意
味
な
も
の

と
し
て
打
ち
捨
て
て
ゆ
く
、
従
来
の
「
史
的
唯
物
論
」
を
は
じ
め
と
し
た
進
歩

史
観
か
ら
で
あ
る
（
テ
ー
ゼ
Ⅷ
・
Ⅸ
参
照
）。
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
人
類
が
全
体
と

し
て
解
き
放
た
れ
た
と
き
、
過
去
の
出
来
事
は
「
大
小
の
区
別
を
つ
け
る
」
物

語
り
行
為
か
ら
解
放
さ
れ
、
い
ず
れ
も
同
等
の
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。「
か

つ
て
生
じ
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
歴
史
に
と
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
と
諦
め
ら
れ
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
真
理
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
以
上
の
三
重
の
も
の
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
痕

跡
も
残
さ
ず
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
出
来
事
が
、
忘
却
と
隠
蔽
の
淵

か
ら
甦
っ
て
、
ふ
た
た
び
現
在
に
取
り
戻
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

ど
の
よ
う
に
し
て
も
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
が
、
現
在
の
か
な
た

に
お
い
て
沈
黙
し
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
過
去
の
沈
黙
へ
の
謙
虚
さ
を
、

右
の
よ
う
に
解
き
放
た
れ
た
人
類
と
い
え
ど
も
、
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
過
去
の
ど
の
瞬
間
を
も
呼
び
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
状

態
へ
と
人
類
を
「
解
き
放
つ
」
と
は
、
こ
こ
で
も
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
理
念
に
基

づ
く
限
界
概
念
と
し
て
機
能
す
る
思
想
形
象
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
新
全
集

に
収
め
ら
れ
た
草
案
・
断
章
に
は
、「
解
き
放
た
れ
た
人
類
」
お
よ
び
「
終
末

の
日
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
史

的
唯
物
論
者
の
営
為
を
分
光
学
と
類
比
さ
せ
て
い
る
興
味
ぶ
か
い
断
章
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
史
的
唯
物
論
者
が
歴
史
の
う
ち
に
「
メ
シ
ア
的
な
力
」
を
確

認
す
る
の
は
、
物
理
学
者
が
太
陽
光
に
お
け
る
紫
外
線
の
存
在
を
確
認
す
る
の

と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
で
あ
る
。
紫
外
線
が
ど
の
よ
う
な
色
な
の
か
と
問
う
こ
と
は

で
き
な
い
よ
う
に
、「
解
き
放
た
れ
て
い
る
人
類
」
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ

る
の
か
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
そ
の
状
態
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
問
う
て
も
、
答
え
は
な
い
の
だ
と
い
う
（cf.153

）。
と
す
る
な
ら
、
人
類

を
最
終
的
に
解
き
放
つ
と
は
ひ
と
つ
の
仮
想
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
テ
ー
ゼ
Ⅱ

で
い
わ
れ
た
よ
う
な
「
メ
シ
ア
的
な
力
」
が
「
か
す
か
」
に
発
揮
さ
れ
う
る
こ

と
を
支
え
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
仮
想
的
思
想
形
象
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。

　

だ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
理
念
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
に
決
定
的
な
変
容
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
見
の
が
せ
な
い
。

伝
統
的
に
は
、「
終
末
の
日
」
に
す
べ
て
の
人
間
の
そ
れ
ま
で
の
行
状
を
細
大

漏
ら
さ
ず
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
裁
き
を
お
こ

な
う
メ
シ
ア
で
あ
っ
て
、
裁
か
れ
る
人
間
の
ほ
う
で
は
な
い
。
こ
の
メ
シ
ア
の

能
力
を
人
類
の
側
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
と
見
な
す
と
い
う
転
換
に
よ
っ
て
、
メ

シ
ア
ニ
ズ
ム
的
理
念
は
過
去
の
出
来
事
を
現
在
へ
と
取
り
戻
す
よ
う
人
間
に
促

す
、
限
界
概
念
と
し
て
の
意
義
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
事

柄
は
信
仰
の
次
元
で
は
な
く
、
歴
史
に
た
い
す
る
人
間
の
態
度
の
次
元
の
も
の



一
二

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
「
そ
の
ま
ま
列
挙
す
る
」　

原
語
の“hererzählt ”

は
「
そ
の
ま
ま
物
語
っ
て

ゆ
く
」
な
ど
と
訳
す
の
が
自
然
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
は
端
的
に

“narre ”

（
物
語
る
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
以
下
に
見
る
よ
う
に
「
歴
史
哲

学
テ
ー
ゼ
」
新
版
所
載
の
断
章
群
で
は
、
歴
史
を
「
物
語
る
こ
と
」
は
「
歴
史

主
義
」
の
基
本
態
度
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
批
判
的
に
論
評
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

と
対
比
す
る
た
め
に
こ
こ
で
は
、“erzählen ”

に
は
古
義
と
し
て
「
数
え
上
げ

る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
も
念
頭
に
、「
列
挙
す
る
」
と
訳
し
た
。

　
「
呼
び
起
こ
さ
れ
う
る
〔
引
用
さ
れ
う
る
〕」　

こ
れ
は“zitierbar ”

を
訳
し
た

も
の
で
あ
る
。「
引
用
」
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
言
葉
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
後
段
で
も
テ
ー
ゼ
XIV
に
用
い
ら
れ
る
。

テ
ー
ゼ
Ⅱ
の
「
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
」
も
、
こ
の
「
引
用
」
と
平
仄
が
合
う
表
現
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し“zitieren ”

と
い
う
動
詞
に
は
「
引
用
す
る
」
だ

け
で
な
く
、「
召
喚
す
る
」
と
い
う
語
義
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
「
引
用
す
る
」

と
は
そ
も
そ
も
、
特
定
の
文
脈
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
を
、
そ
の
文
脈
か
ら
自

由
に
取
り
だ
し
て
呈
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
過
去
の
出
来
事
に
関
し
て

は
、
か
つ
て
生
じ
た
こ
と
を
、
均
質
・
空
虚
な
時
間
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
現
在

へ
と
も
た
ら
す
こ
と
、
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

N
11,3

で
「
引
用
す
る
と
い
う
概
念
に
は
、
そ
の
つ
ど
の
史
的
対
象
を
そ
れ
が

置
か
れ
た
連
関
か
ら
も
ぎ
と
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
言

わ
れ
て
い
る
と
お
り
な
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で
も“citer ”

（
引
用
す
る
）

で
は
な
く“évoquer ”

（
思
い
起
こ
す
）
10
（

）
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ

う
。
と
は
い
え
「
引
用
」
と
い
う
言
葉
の
重
要
性
か
ら
、〔 

〕
内
に
こ
の
語
を

補
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
続
け
て
「
引
用
」
と
い
う
語
を
含
む“citation à l ’ordre 

du jour ”

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
成
句
を
用
い
て
い
る
。Zohn

新
訳
・
山
口
訳

の
注
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
軍
の
通
達
に
よ
る
表
彰
」
を
意
味
す

る
。
ち
な
み
に
そ
の
一
部
を
成
す“ordre du jour ”

に
は
「
議
事
日
程
」
の

意
味
が
あ
り
、“être à l ’ordre du jour ”

で
「
現
在
話
題
に
な
っ
て
い
る
」

と
い
う
成
句
に
な
る
。
さ
ら
に“jour ”

と
は
「
日
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
続
く

関
係
節
に
お
い
て
「
終
末
の
日
（T

ag

）」
の
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
て
ゆ
く
。
以

上
の
こ
と
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
訳
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
含
意

の
す
べ
て
を
訳
文
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は

「
召
喚
」
と
「
表
彰
」
の
両
義
に
重
き
を
置
い
て
「
呼
び
起
こ
さ
れ
顕
彰
さ
れ
る
」

と
訳
し
て
お
く
。

　
「
終
末
の
日
」　

こ
れ
は
従
来
「
最
後
の
審
判
の
日
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。
だ

が
通
例
ド
イ
ツ
語
で
「
最
後
の
審
判
の
日
」
は
固
有
名
詞
と
し
て“der Jüng-

ste T
ag ”

（
文
字
通
り
に
は
「
最
後
の
日
」）
と
表
記
さ
れ
る
の
に
た
い
し
、
こ
の

テ
ー
ゼ
で
は“jüngst ”

が
小
文
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
目
を
惹
く
（
現

存
す
る
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
語
原
稿
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
）。
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
で

は“le jour du jugem
ent dernière ”

で
、
こ
れ
は
文
字
通
り
「
最
後
の
審

判
の
日
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
通
例
と
は
異
な
り“jugem

ent ”

が
小
文
字

に
な
っ
て
い
る
。
お
お
か
た
の
翻
訳
が
「
最
後
の
審
判
の
日
」
と
訳
し
て
い
る



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
（
二
）│
│

一
三

な
か
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
友
人
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
サ
ク
の
仏
訳
だ
け
が
訳
注
で
「
最

後
の
審
判
」
の
意
味
も
含
む
と
注
記
し
た
う
え
で
、“le dernier [jour] ”

（「
最

後
の
日
」）
と
直
訳
し
て
い
る
。「
メ
シ
ア
」
が
終
末
の
日
に
到
来
す
る
と
い
う

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
思
想
に
お
い
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
取
り
上
げ
る
の
は
〈
あ
ら

ゆ
る
過
去
の
想
起
〉
と
い
う
契
機
な
の
で
あ
っ
て
、
義
人
と
悪
人
を
区
別
し
て

下
す
「
最
後
の
審
判
」
で
は
な
い
は
ず
だ
。
関
連
断
章
の
ひ
と
つ
で
「
終
末
の

日
（der jüngste T

ag
）
と
は
後
方
〔
過
去
方
向
〕
に
向
い
た
現
在
の
こ
と
で

あ
る
」（156

）
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。「
最
後
の
審
判
の
日
」
と
い

う
表
象
の
思
想
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
開
示
す
る
た
め
に
そ
の
ま
ま
訳
し
て
も
さ

し
つ
か
え
な
い
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
脱
信
仰
的
な
立
場
に
か
ん
が
み
て
「
終
末

の
日
」
と
し
よ
う
）
11
（

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

こ
の
テ
ー
ゼ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
配
置
に
迷
っ
た
も
の
で
あ
る
。
MHA
で
は
テ
ー

ゼ
XVI
と
し
て
最
後
か
ら
二
番
目
に
置
か
れ
、
推
敲
の
う
え
本
文
が
ほ
ぼ
確
定
さ

れ
た
。
T1
で
も
当
初
は
XVI
と
番
号
を
振
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
両
草
稿
に
お
い

て
位
置
が
さ
ま
ざ
ま
に
検
討
さ
れ
た
う
え
で
、
最
終
的
に
こ
の
よ
う
に
テ
ー
ゼ

Ⅲ
と
手
書
き
で
番
号
を
振
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
（cf. 253

）。
テ
ー
ゼ
Ⅱ
の
末
尾

に
出
て
く
る
「
メ
シ
ア
的
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に

位
置
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

●
テ
ー
ゼ
Ⅳ

【
訳
】

「
食
べ
物
と
着
る
物
を
ま
ず
求
め
よ
。

そ
う
す
れ
ば
神
の
国
は
お
の
ず
と
汝

ら
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。」

ヘ
ー
ゲ
ル　

一
八
〇
七
年

マ
ル
ク
ス
に
学
ん
だ
歴
史
家
が
つ
ね
に
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
て
い
る

階
級
闘
争
と
は
、
生な

ま

の
物
質
的
な
事
物
を
め
ぐ
る
闘
争
で
あ
る
。
洗
練
さ

れ
た
精
神
的
な
事
物
は
こ
う
し
た
も
の
な
し
に
は
存
在
し
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
洗
練
さ
れ
た
精
神
的
な
も
の
は
階
級
闘
争
に
お
い
て
、
勝
利
者

の
手
中
に
帰
す
る
戦
利
品
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
自
信
、
勇
気
、
ユ
ー
モ
ア
、
狡
知
、
不
屈
と

し
て
、
階
級
闘
争
の
な
か
で
生
き
生
き
と
働
い
て
お
り
、
し
か
も
さ
か
の

ぼ
っ
て
遠
い
過
去
の
う
ち
に
ま
で
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す

で
に
支
配
者
が
手
に
し
て
し
ま
っ
た
勝
利
の
い
ず
れ
を
も
、
つ
ね
に
あ
ら

た
に
疑
問
に
付
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
花
が
〔
ひ
ま
わ
り
の
よ
う
に
〕
こ
う
べ

を
太
陽
の
ほ
う
へ
向
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
は
ひ

そ
や
か
な
向
日
性
に
よ
っ
て
、
い
ま
歴
史
の
天
空
に
昇
ろ
う
と
し
て
い
る

太
陽
の
ほ
う
へ
と
向
か
う
よ
う
努
め
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
う
ち

も
っ
と
も
目
立
た
な
い
こ
の
変
化
を
、
史
的
唯
物
論
者
は
感
知
で
き
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
四

　

こ
こ
で
は
じ
め
て
「
階
級
闘
争
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
新
全
集
版
編

者
の
い
う
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
「
政
治
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」（182

）
と
し

て
の
相
貌
が
、
徐
々
に
表
面
に
浮
か
び
上
が
っ
て
ゆ
く
。

　

こ
の
テ
ー
ゼ
の
内
容
が
「
通
俗
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」（
テ
ー
ゼ
XI
）
な
も
の
と

異
な
る
点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
ず
下
部
構
造
（
経
済
）
決
定
論
と

一
線
を
画
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
鮮
や
か
に
映
し
出
し
て
い
る
の

が
、
題エ
ピ
グ
ラ
フ辞と
本
文
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

エ
ピ
グ
ラ
フ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
は
、『
精
神
現
象
学
』
が
出
版
さ
れ
た
一

八
〇
七
年
、
詩
人
ク
ネ
ー
ベ
ル
（K

arl Ludw
ig von K

nebel, 1744-1833

）
に
宛

て
て
書
か
れ
た
八
月
三
十
日
付
書
簡
に
見
ら
れ
る
（cf. 243

）。
多
く
の
訳
書
で

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
約
聖
書
マ
タ
イ
伝
六
・
三
三
の
「
神
の
国
と
神

の
義
と
を
ま
ず
求
め
よ
。
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
ら
〔
飲
食
物
・
衣
類
〕
は
す
べ
て
汝

ら
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
聖
書
の
章
句
と
は
、
求
め
る
も
の
と
与
え
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
逆
に

な
っ
て
い
る
。
パ
ロ
デ
ィ
と
み
な
す
向
き
も
あ
る
が
、
し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
同

書
簡
で
こ
れ
を
「
聖
書
に
見
ら
れ
る
箴
言
」
で
あ
る
と
し
、
自
分
の
経
験
か
ら

正
し
い
と
確
信
し
て
、
み
ず
か
ら
の
指
針
に
し
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。
そ
の

ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
意
は
と
も
か
く
と
し
て
、
テ
ー
ゼ
本
文
に
お
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
〈
物
質
的
な
も
の
の
追
求
の
の
ち
に
精
神
的
な
も
の
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
は

な
い
〉
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
要
す
る
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言

葉
は
聖
書
の
内
容
を
反
転
さ
せ
、
そ
の
言
葉
を
題
辞
に
し
た
テ
ー
ゼ
の
本
文
は

そ
れ
を
さ
ら
に
反
転
さ
せ
る
と
い
う
、
反
転
の
連
鎖
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
が
着
目
し
た
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
反
転
現
象
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
精
神
的
な
も
の
は
経
済
闘
争
の
帰
結
と
し
て
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
さ
な
か
に
こ
そ
働
い
て
い
る
。
闘
争
に
敗
北
し
た

と
し
て
も
被
抑
圧
者
の
精
神
は
そ
こ
に
発
露
さ
れ
、
敗
北
を
超
え
て
新
た
な
闘

争
へ
と
向
か
う
可
能
性
を
生
み
出
す
。
し
か
も
そ
れ
は
当
面
の
闘
争
に
だ
け
で

な
く
、
過
去
に
ま
で
遡
っ
て
作
用
す
る
と
さ
れ
て
い
る
）
12
（

。
こ
の
過
去
へ
の
ま
な

ざ
し
が
、
進
歩
の
果
て
の
未
来
を
ひ
た
す
ら
志
向
す
る
通
俗
マ
ル
ク
ス
主
義
と

の
第
二
の
相
違
点
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
的
理
念
を
限
界
概
念
と
す
る
歴
史
観
が
、
階
級
闘

争
と
い
う
現
実
の
政
治
場
面
に
接
ぎ
木
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
歴
史
哲

学
テ
ー
ゼ
」
全
体
を
見
る
な
ら
、
テ
ー
ゼ
XII
で
「
史
的
認
識
の
主
体
」
は
「
闘

争
す
る
被
抑
圧
階
級
自
身
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
T1
の
み
に
あ
る
テ
ー
ゼ
XVIII
で

は
「
閉
ざ
さ
れ
た
過
去
の
居
室
」
に
入
り
込
む
こ
と
は
「
政
治
的
行
動
」
と
厳

密
に
一
致
す
る
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る
。
忘
却
・
隠
蔽
さ
れ
た
も
の
は
、
革
命

的
行
動
と
メ
シ
ア
的
な
視
線
と
の
立
ち
現
れ
を
感
知
し
て
、
現
在
に
取
り
戻
さ

れ
る
よ
う
、
ひ
そ
や
か
な
合
図
を
こ
ち
ら
へ
と
送
っ
て
く
る
。「
歴
史
の
天
空

に
昇
ろ
う
と
し
て
い
る
太
陽
」
と
は
、
同
時
に
成
立
す
る
革
命
的
行
動
と
メ
シ

ア
的
な
視
線
と
の
双
方
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

MHA
で
の
推
敲
に
よ
っ
て
本
文
は
ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
い
る
が
、
唯
一
「
ひ
そ
や



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
（
二
）│
│

一
五

か
な
種
類
の
向
日
性
に
よ
っ
て
」
の
前
に
「
歴
史
主
義
の
温
室
に
お
い
て
」
と

い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
。「
歴
史
主
義
の
客
観
主
義
的
因
果
的
叙
述
に
閉
じ
込

め
な
が
ら
も
」
と
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
れ
は
T1
に
い
っ
た
ん
そ
の

ま
ま
転
記
さ
れ
た
の
ち
削
除
さ
れ
て
い
る
。「
歴
史
主
義
」
に
つ
い
て
の
議
論

は
よ
う
や
く
次
テ
ー
ゼ
以
降
に
始
ま
る
こ
と
を
顧
慮
し
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
は
こ
こ
で
も
か
な
り
の
異
同
を
見
せ
て
い
る
が
、
参
考
に

な
る
の
は
、
階
級
闘
争
に
お
い
て
自
信
、
勇
気
な
ど
と
し
て
働
く
精
神
的
な
力

が
「
さ
か
の
ぼ
っ
て
遠
い
過
去
に
ま
で
作
用
し
て
い
る
」
と
い
う
く
だ
り
を
、

「
そ
れ
ら
の
力
の
影
響
力
（
放
射rayonnem

ent
）
は
、
闘
争
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
使
い
果
た
さ
れ
て
し
ま
う
ど
こ
ろ
か
、
人
類
の
過
去
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
ま

で
届
い
て
ゆ
く
」
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。“rayonnem

ent ”

と
い

う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
「
太
陽
」
の
比
喩
に
ス
ム
ー
ス
に
結
び

つ
い
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

●
テ
ー
ゼ
Ⅴ

【
訳
】
過
去
の
真
の
像
（Bild

）
は
、
さ
っ
と
か
す
め
て

0

0

0

0

0

0

0

過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
。

過
去
は
そ
れ
が
認
識
可
能
と
な
る
瞬
間
に
だ
け
ひ
ら
め
い
て
、
も
う
二
度

と
わ
れ
わ
れ
の
前
に
す
が
た
を
現
わ
す
こ
と
が
な
い
、
そ
の
よ
う
な
像
と

し
て
し
か
、
確
保
で
き
な
い
の
だ
。「
真
理
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
逃
げ
去
る

こ
と
は
な
い
」
│
│
こ
の
言
葉
は
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ケ
ラ
ー
〔
じ
つ
は

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』〕
に
由
来
す
る
も
の
だ
が
、
歴
史
主
義
の

歴
史
像
（Geschichtsbild

）
が
史
的
唯
物
論
に
よ
っ
て
突
き
破
ら
れ
る
そ

の
地
点
を
、
こ
れ
は
ぴ
た
り
と
指
し
示
し
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
過
去
の

像
は
一
度
逃
し
た
ら
も
う
取
り
戻
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
現
在
が

そ
こ
に
お
い
て
〔
そ
れ
を
確
保
す
る
よ
う
〕
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚

し
な
い
か
ぎ
り
、
い
つ
で
も
そ
の
現
在
と
と
も
に
消
失
し
か
ね
な
い
の
で

あ
る
。﹇
歴
史
家
は
た
い
そ
う
興
奮
し
な
が
ら
過
去
に
〔「
た
し
か
に
認
識
し

た
」
と
い
う
〕
福
音
を
も
た
ら
す
が
、
し
か
し
そ
の
福
音
を
語
ろ
う
と
し

て
口
を
開
け
た
瞬
間
に
語
り
出
さ
れ
る
言
葉
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
も
う

空
語
で
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。﹈

　

テ
ー
ゼ
Ⅱ
か
ら
Ⅳ
ま
で
で
示
さ
れ
た
〈
過
去
の
解
き
放
ち
〉
と
い
う
基
本
課

題
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
テ
ー
ゼ
Ⅴ
か
ら
テ
ー
ゼ
Ⅶ
に
か
け
て
は
、
当

時
支
配
的
な
歴
史
観
で
あ
っ
た
「
歴
史
主
義
」
と
〈
進
歩
史
観
〉
の
う
ち
、
前

者
を
取
り
上
げ
て
批
判
を
加
え
、
そ
れ
と
の
対
比
で
〈
過
去
の
真
の
像
を
確
保

す
る
〉
と
い
う
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
冒
頭
の“Bild ”

を
「
像
」
と
訳
し
た
の
は
、
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
と

の
対
比
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
は
物

語
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
重
要
な
出
来
事
と
そ
う
で
な
い
出
来
事
を
分
別

し
て
、
前
者
を
時
系
列
上
に
並
べ
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
者
を
叙
述
か
ら

除
外
し
、
隠
蔽
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
隠
蔽
さ
れ
忘
却
さ
れ
た
出
来

事
を
、
物
語
的
因
果
叙
述
の
連
続
体
か
ら
「
解
き
放
つ
」
こ
と
が
、
テ
ー
ゼ
Ⅱ

で
示
さ
れ
た
史
的
唯
物
論
の
基
本
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
解
き
放
ち
に
よ
っ
て



一
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現
在
に
取
り
戻
さ
れ
る
過
去
の
出
来
事
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
自
由
に
な
り
、

そ
れ
以
前
の
も
の
か
ら
生
起
し
て
そ
れ
以
後
へ
と
流
れ
去
る
こ
と
の
な
い
も
の
、

そ
の
意
味
で
モ
ナ
ド
的
な
ひ
と
つ
の
「
像
」
と
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
れ
は
、
任
意
の
過
去
の
一
コ
マ
な
の
で
は
な
い
。
の
ち
に
テ
ー
ゼ

XIV
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
と
の
出
会
い
に
お
い
て
現
在
そ
の
も
の
が
変
容

す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
「
像
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
し
か
る
べ
き

現
在
に
し
か
る
べ
き
し
か
た
で
捉
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
二
度
と
す
が
た
を
現

わ
す
こ
と
は
な
い
。
過
去
は
客
体
的
に
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
い
つ
で
も
だ
れ
で

も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
な
す
客
観
主
義
的
態
度
で
は
、
そ
の
過
去
と

の
出
会
い
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
こ
の
テ
ー
ゼ
で
の
「
歴
史
主
義
」
批
判
は

そ
の
点
を
撃
っ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
「
歴
史
主
義
（H

istorism
us

）」
と
い
う
十
九
世
紀
に
生
ま
れ
た
言

葉
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
で
そ
の
代

表
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
テ
ー
ゼ
Ⅶ
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
る
フ
ュ
ス
テ
ル
＝
ド

＝
ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
当
該
箇
所
で
見
る
こ
と
に
し

て
、
こ
こ
で
は
関
連
断
章
に
お
け
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
特
徴
づ
け
を
見
て
お

こ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
歴
史
主
義
」
の
立
場
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
第
一
に

「
普
遍
史
」
と
い
う
理
念
で
あ
り
、
第
二
に
は
「
歴
史
と
は
物
語
ら
れ
る
も
の

だ
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
第
三
に
は
「
勝
者
へ
の
感
情
移
入
」
で
あ
る
と

い
う
（cf. 114f.

）。
こ
の
う
ち
第
二
の
点
が
当
面
の
テ
ー
ゼ
Ⅴ
と
関
係
し
て
い
る
。

T4
で
末
尾
の
「
Ａ
」
と
さ
れ
た
MHA
の
テ
ー
ゼ
XV
後
半
で
は
、「
歴
史
主
義
は
歴

史
の
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
で
満
足
し
て

い
る
」（27; cf. 110

）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
を
「
物
語
る
」
と
は
出
来
事
を

因
果
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
、
原
因
‐
結
果
の
連
鎖
に
お
い
て
叙
述
す
る
こ
と

だ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
関
連
断
章
で
は
さ
ら

に
「
歴
史
主
義
」
の
こ
の
特
徴
を
端
的
に
「
叙
事
的
契
機
」
と
呼
び
、
以
下
の

諸
テ
ー
ゼ
に
見
る
「
構
成
（K

onstruktion

）」
の
方
法
に
よ
っ
て
破
砕
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
名
も
な
き
も
の
た
ち
の
追
憶
を
顕
彰

す
る
こ
と
は
、
著
名
な
者
た
ち
、
詩
人
や
思
想
家
を
も
含
む
称
賛
さ
れ
る
人
た

ち
の
追
憶
を
顕
彰
す
る
よ
り
も
困
難
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
（cf. 114f.

）。「
歴

史
主
義
」
の
因
果
的
叙
述
に
お
い
て
取
り
こ
ぼ
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
「
名
も

な
き
者
」
た
ち
の
事
績
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
像
」
に
お

い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　
「
現
在
が
そ
こ
に
お
い
て
〔
そ
れ
を
確
保
す
る
よ
う
〕
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
し
な
い
」　
「
現
在
」
を
先
行
詞
と
す
る
関
係
節“die sich nicht als in 

ihm
 gem

eint erkannte ”

は
、“als in ihm

 gem
eint ”

の
一
句
を
ど
う
理
解

し
訳
す
の
か
が
翻
訳
上
の
難
所
で
あ
る
。

　

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
既
訳
の
う
ち
、「
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
向
け
ら
れ
た
相

手
が
現
在
で
あ
る
」（
野
村
訳
）
で
は
や
や
漠
然
と
し
て
お
り
、「
過
去
の
イ
メ
ー

ジ
の
な
か
で
意
図
さ
れ
た
」（
山
口
訳
）
が
直
訳
に
近
い
が
（Zohn

新
訳
とRed-

m
ond

訳
も
同
じ
く
直
訳
体
に
な
っ
て
い
る
）、
言
わ
ん
と
す
る
意
味
が
も
う
ひ
と
つ

明
ら
か
で
な
い
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
ひ
る
が
え
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
原
稿
を

見
る
と
、「
そ
れ
〔
像
〕
に
よ
っ
て
目
標
と
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
対
象
と
さ
れ
た
・
狙



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
（
二
）│
│

一
七

い
定
め
ら
れ
た
）」（“vise par elle ”

）
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
仏
訳
も
こ
れ

を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
こ
れ
で
意
味
は
明
確
に
な
り
は
し
て
も
ド
イ
ツ
語
原
文

と
は
や
や
ず
れ
が
生
じ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で“m

einen ”

を
「
意
図
す
る
」
の
意
味
と
と
っ
た
う
え
で
、
具
体
的

に
な
に
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
テ
ー
ゼ
前

段
に
あ
る
「
過
去
を
像
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
を
求
め
る
」
こ
と
だ
ろ
う
。
浅

井
訳
の
「
自
分
こ
そ
そ
れ
を
捉
え
る
べ
き
者
で
あ
る
」
を
も
参
照
し
て
、
右
の

よ
う
に
補
っ
て
訳
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

新
全
集
版
の
編
者
注
に
よ
れ
ば
、「
真
理
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
逃
げ
去
る
こ
と

は
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
詩
人
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ケ
ラ
ー
の
『
寓
詩
物
語

（Sinngedicht

）』（
と
出
典
が
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』N

3a,1
に
明
記
さ
れ
て
い
る
）
に
は
見

ら
れ
な
い
。
同
時
期
に
読
ん
で
い
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
罪
と
罰
』
ド
イ
ツ

語
訳
の
第
三
部
第
一
章
に
そ
の
ま
ま
出
て
く
る
た
め
（cf. 244
）、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が
混
同
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
言
葉
か
ら
「
そ
の
現
在
と
と
も
に
消
失
し
か
ね
な
い
の
で
あ
る
」
ま
で

の
二
つ
の
文
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
論
考
「
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
フ
ッ
ク
ス　

蒐
集
家
に
し
て
歴
史
家
」（
一
九
三
七
年
）
に
お
い
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
前
後
の
文
脈
を
見
る
と
、
対
象
に
た
い
す
る
悠
然
と
し
た
観
照
的
態
度
を

放
棄
し
て
、
過
去
の
あ
の
断
片
が
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
現
在
と
と
も
に
形
成
し
て

い
る
星
座
的
布
置
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
、
歴
史
を
弁

証
法
的
に
叙
述
す
る
た
め
に
は
歴
史
主
義
に
特
徴
的
な
静
観
的
態
度
を
断
念
し
、

歴
史
の
叙
事
的
要
素
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（cf. GS 

II

・2, S.467f.

）。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
が
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

訳
文
末
に
﹇ 

﹈
で
く
く
っ
た
文
章
は
、
T1
の
タ
イ
プ
原
稿
で
は
赤
鉛
筆
で

括
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
本
文
を
確
定
し
た
MHA
、
お
よ
び
T4
に
お
い
て
も

ほ
ぼ
同
様
の
文
が
、
そ
れ
ぞ
れ
﹇ 

﹈
お
よ
び
（ 

）
に
く
く
ら
れ
て
存
在
し
て

い
る
が
、
T2
と
T3
に
は
欠
け
て
い
る
。
最
終
的
に
削
除
す
る
こ
と
に
決
め
た
も

の
だ
ろ
う
か
）
13
（

。

　

こ
の
テ
ー
ゼ
の
草
案
に
あ
た
る
も
の
が
二
つ
遺
さ
れ
て
い
る
が
（109, 116

）、

そ
の
ひ
と
つ
を
見
る
と
「
真
理
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
逃
げ
去
る
こ
と
は
な
い
」
以

下
の
後
半
部
に
、
右
の
文
に
さ
ら
に
続
け
て
次
の
文
章
が
﹇ 

﹈
に
入
れ
て
加

え
ら
れ
て
い
る
。「
過
ぎ
去
っ
た
も
の
に
た
い
し
て
歴
史
家
は
救
出
（Rettung

）

を
行
な
う
が
、
そ
の
救
出
が
実
行
さ
れ
う
る
の
は
、
次
の
瞬
間
に
は
も
う
救
出

不
可
能
と
な
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
に
た
い
し
て
の
み
で
あ
る
」（116

）、
と
。

こ
れ
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』N

9,7

の
一
部
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
草
案
（109

）
か
ら
現
在
の
テ
ー
ゼ
Ⅴ
の
冒
頭
に
当
た
る

文
章
│
│
こ
れ
も
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
の
同
じ
断
章
に
類
似
の
文
が
見
ら
れ
る

│
│
を
も
っ
て
き
た
た
め
に
、
内
容
上
の
重
複
を
避
け
て
採
用
さ
れ
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

（ 

続
稿
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
哲
学
コ
ー
ス
『
哲
学
世
界
』
第
三

十
六
号
に
掲
載
の
予
定
で
あ
る
。）
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注

（
１
）　

紀
要
前
号
所
収
小
稿
の
注
４
・
５
で
、「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
出
版
を
め
ぐ
る
ア
ー

レ
ン
ト
と
ア
ド
ル
ノ
の
確
執
に
つ
い
て
触
れ
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
旧
全
集
（W

alter 

Benjam
in G

esam
m
elte Schriften, Frankfurt a.M

.: Suhrkam
p, 1973-1999

）

出
版
開
始
前
後
の
議
論
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
こ
と
は
本
稿
で
も
論
及
し
て

ゆ
く
後
期
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
思
想
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
性
格
と
い
う
問
題
に
深
く
か
か
わ
る

か
ら
で
あ
る
。
①
一
九
六
〇
年
代
に
、
ア
ド
ル
ノ
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
を
中
心
と
す
る

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
仕
事
を
「
横
領
」
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
一
九
五
五
年
刊
二
巻
本
著
作
集
に
は
、
た
と
え
ば
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
ブ
レ
ヒ
ト
に
つ
い
て
の
数
あ
る
論
考
の
う
ち
一
篇
し
か
収
録
さ
れ
な
い
な
ど
し
て
、

彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
側
面
が
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。
た
だ

し
そ
れ
は
当
初
は
、
編
者
で
あ
る
ア
ド
ル
ノ
夫
妻
の
ブ
レ
ヒ
ト
に
た
い
す
る
嫌
悪
に
基

づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
②
と
こ
ろ
が
一
九
六
四
年
に
エ
ル
ン
ス
ト
・
ユ
ン
ガ
ー
の

著
名
な
論
考
「
総
動
員
」
を
収
録
し
た“K

rieg und K
rieger ”

（
一
九
三
〇
年
刊
）

へ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
書
評
を
再
刊
し
た
さ
い
に
、
ア
ド
ル
ノ
が
高
度
に
政
治
的
な
最
終

文
を
削
除
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
九
六
六
年
刊
の
『
書
簡
集
』
に
多
く
の
省
略
箇
所

が
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ド
ル
ノ
ら
が
政
治
的
な
理
由
か
ら
検
閲
を
行
な
っ
て

い
る
と
の
疑
惑
が
高
ま
っ
た
。
③
批
判
の
急
先
鋒
と
な
っ
た
の
は
、
ア
ド
ル
ノ
ら
に
た

い
し
「
遺
稿
の
不
正
操
作
」
の
か
ど
で
非
難
し
た“alternative ”

誌
（
以
下
に
も
触
れ

る
Ｈ
・
Ｄ
・
キ
ッ
ト
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
論
は
一
九
六
五
年
に
同

誌
に
掲
載
さ
れ
た
）
の
編
集
部
で
あ
り
、
一
九
六
八
年
に
彼
ら
は
ア
ド
ル
ノ
ら
に
た
い

し
、
ブ
レ
ヒ
ト
論
を
含
む
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
著
作
の
重
要
な
も
の
を
編

集
し
て
出
版
す
る
よ
う
督
促
し
た
。
他
方
、
東
独
で
は
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ザ
イ
デ
ル
が
一

九
七
〇
年
に
レ
ク
ラ
ム
文
庫
の
一
冊
と
し
て
『
栞
（Lesezeichen

）』
と
題
す
る
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
著
作
集
を
出
し
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
た
い
す
る
意
義
を
高
唱
し
た
。

④
こ
う
し
た
な
か
、
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
社
は
論
争
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
、
当
初
の
予
定

を
早
め
て
全
集
の
公
刊
を
一
九
六
八
年
に
予
告
し
、
第
Ⅰ
巻
を
一
九
七
二
年
に
出
版
し

た
。
だ
が
そ
の
編
集
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ロ
ル
フ
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
、
ア
ド
ル
ノ
の

も
と
で
学
位
取
得
を
行
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
ア
ド
ル
ノ
（
さ
ら
に
は
シ
ョ
ー
レ
ム
）

の
編
集
姿
勢
を
受
け
継
ぐ
者
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
は
批
判
的
全
集

と
謳
わ
れ
て
い
て
も
な
お
ア
ド
ル
ノ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
像
を
強
く
反
映
し
て
お
り
、
さ
ら

に
は
当
時
の
レ
ベ
ル
か
ら
見
て
も
編
集
に
最
善
を
尽
く
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
一
九
八
九
年
に
い
ち
お
う
の
完
結
を
見
な
が
ら
、
な
お
「
補
巻
（Supple-

m
ente

）」
全
二
巻
の
刊
行
が
終
わ
っ
た
の
が
一
九
九
九
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
周
到
な
準
備
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
編
者
注
の

多
く
に
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
の
、
た
と
え
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ブ
レ
ヒ
ト
の
関
係
を
ご
く
限
定

的
な
も
の
と
見
る
と
い
っ
た
「
偏
向
」
が
見
ら
れ
も
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（cf. 

Erdm
und W

izisla, Benjam
in und Brecht, Frankfurt a.M

.: Suhrkam
p, 2004, 

S.40-48; M
om
m
e Brodersen, W

alter Benjam
in, Suhkam

p BasisBiographie 

4, Frankfurt a. M
.: Suhrkam

p, 2005, S.136f.

）。
旧
全
集
完
結
の
わ
ず
か
七
年
後

に
新
全
集
が
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
理
由
も
こ
れ
で
明
ら
か
だ
ろ
う
。

（
２
）　

ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
れ
ば“Erlösung ”

と
い
う
ド
イ
ツ
語
は
ル
タ
ー
が
、
パ
ウ
ロ
の

書
簡
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
で
あ
る“apolytrosis ”

の
訳
語
と
し
た
も
の
だ
と
い

う
（
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
残
り
の
時 

パ
ウ
ロ
講
義
』（
上
村
忠
男
訳
、
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
二
三
二
頁
参
照
）。

（
３
）　

“Ich habe heute eine V
erabredung ”

（
今
日
ひ
と
と
会
う
約
束
が
あ
る
）
と

い
っ
た
簡
明
な
例
文
を
参
照
せ
よ
。

（
４
）　

以
後
の
原
稿
で
踏
襲
さ
れ
る
が
、
T4
だ
け
に
は
欠
け
て
い
る
（cf. 252

）。
こ
れ
も

MHA
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
た
原
稿
を
T4
が
底
本
の
ひ
と
つ
と
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

（
５
）　

石
田
友
雄
『
ユ
ダ
ヤ
教
史
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
二
〇
六
〜
七
頁
、
三

一
九
頁
参
照
。

（
６
）　

史
的
唯
物
論
に
転
回
し
て
以
降
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
啓
示
」

と
「
救
済
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
前
者
は
姿
を
消
し
（
あ
る
い
は
沈
黙
し
）、

は
っ
き
り
保
持
さ
れ
て
い
る
の
は
後
者
だ
け
で
あ
る
と
い
う
Ｇ
・
シ
ョ
ー
レ
ム
「
ヴ
ァ

ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
」（
一
九
六
五
年
）
の
指
摘
は
、
こ
の
点
で
興
味
深
い
（
好
村



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
（
二
）│
│

一
九

冨
士
彦
監
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
』
西
田
書
店
、
一
九
八
四
年
、
四
〇
〜
一
頁
参
照
）。

な
お
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の“Erlösung ”

概
念
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
背
景
に
か
ん
し
て
は
、
シ
ョ
ー

レ
ム
以
来
、
カ
バ
ラ
の
テ
ィ
ッ
ク
ー
ン
（tikkun

）
│
│
と
り
わ
け
イ
サ
ク
・
ル
リ
ア

の
カ
バ
ラ
読
解
に
し
た
が
っ
て
「
世
界
の
修
復
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
そ
れ
│
│
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
カ
バ
ラ
的
概
念
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』N

13a,3

に
あ
る
ロ
ッ
ツ
ェ
へ
の
言
及
を
も
顧
慮
し
て
考
え
る
な
ら
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
「
万
物
の

ア
ポ
カ
タ
ス
タ
シ
ス
」
と
も
連
結
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
と
い
う
（cf. A

ndreas 

Pangritz, “T
heologie ”, in, Benjam

ins Begriffe, hrsg. von M
.O
pitz/E.W

iz-

isla, Frankfurt a.M
: Suhrkam

p, 2000, S.798f.

）。

（
７
）　

ロ
ッ
ツ
ェ
か
ら
の
引
用
文
は
、
原
典
で
は
「
人
類
の
進
歩
」
と
い
う
思
想
へ
の
批
判

的
考
察
の
文
脈
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
直
前
の
箇
所
を

参
照
す
る
と
文
意
が
よ
り
判
明
に
な
る
。「〔
前
略
〕
増
大
し
て
ゆ
く
財
貨
は
、
相
知
る

こ
と
の
な
い
諸
世
代
に
順
次
配
分
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
事

態
が
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
お
い
て
不
運
（U

nglück

）
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
。」（M

ikrokosm
os, Bd.3, Leipzig: V

erlag von S.H
irzel, 1864, S.49

）。

（
８
）　

重
要
な
個
所
で
あ
る
た
め
、
先
行
日
本
語
訳
の
訳
文
を
挙
げ
て
、
読
者
の
比
較
対
照

の
便
に
供
し
た
い
。「
歴
史
か
ら
見
て
無
意
味
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」

（
野
村
訳
）。「
歴
史
に
と
っ
て
な
に
ひ
と
つ
失
わ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
」（
浅
井
訳
）。「
歴
史
に
と
っ
て
見
捨
て
ら
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
」（
山
口
訳
）。

原
文
は“nichts [

…] für die Geschichte verloren zu geben ist ”

で
あ
る
。

（
９
）　

物
語
り
行
為
の
こ
の
特
質
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
可
能
性
と
し
て
の
歴
史

│
│
越
境
す
る
物
語
り
理
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）　

こ
の
語
に
は
「
破
棄
自
判
す
る
（
上
級
審
が
下
級
審
の
原
判
決
を
破
棄
し
て
み
ず
か

ら
審
理
し
判
決
を
下
す
）」
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
が
、
興
味
ぶ
か
い
。
過
去
の
出
来

事
の
既
成
解
釈
を
廃
棄
し
て
、
新
た
な
態
度
で
そ
れ
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
が
、
示
唆

さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
11
）　

平
子
友
長
は
「
終
末
の
日
」
に
つ
い
て
の
別
の
関
連
断
章
の
「
ど
の
瞬
間
も
そ
れ
に

先
行
す
る
一
定
の
瞬
間
に
つ
い
て
の
審
判
の
日
で
あ
る
」（135

）
と
い
う
文
章
に
注
目

し
つ
つ
、
テ
ー
ゼ
Ⅲ
最
終
文
と
結
び
つ
け
て
、
こ
の
「
審
判
」
も
ま
た
「
顕
彰
」
の
意

味
で
あ
る
と
し
て
い
る
（cf.

平
子
前
掲
論
文
、
一
〇
〜
一
二
頁
）。
も
っ
と
も
こ
の
断

章
は
、
歴
史
家
に
固
有
の
「
現
在
の
概
念
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ

ゆ
え
そ
こ
で
は
「
一
定
の
瞬
間
」
が
呼
び
出
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
テ
ー
ゼ
Ⅲ
の
過
去

が
「
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
呼
び
出
さ
れ
う
る
」
理
想
状
態
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
だ

が
。

（
12
）　

や
や
分
か
り
に
く
い
こ
の
箇
所
は
、
今
村
仁
司
が
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
が

参
考
に
な
る
。「
現
在
の
闘
争
の
エ
ト
ス
こ
そ
が
、
過
去
の
経
験
を
捉
え
な
お
し
、
蘇

ら
せ
る
。
過
去
は
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
反
対
に
現
在
の
経
験
が
過
去

の
経
験
を
、
現
在
の
エ
ト
ス
が
過
去
の
エ
ト
ス
を
「
呼
び
戻
す
」
の
で
あ
る
」（
今
村

前
掲
書
、
一
〇
八
頁
）。

（
13
）　

野
村
修
旧
訳
は
後
半
部
分
を
「
か
れ
が
口
を
ひ
ら
く
瞬
間
に
は
も
う
、
お
そ
ら
く
聞

き
手
の
影
は
な
い
」
と
解
釈
を
加
え
て
訳
し
て
い
る
。


