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〈
も
の
〉
に
つ
い
て
―
日
本
語
で
考
え
る

森　
　

 

一 　

郎

日
本
語
で
存
在
論
す
る

戦
後
の
或
る
時
期

―
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て

―
一
世
を
風
靡
し
た
、
廣
松
渉
（
一
九
三
三
-九
五
年
）
と
い
う
哲

学
者
が
い
た
。
私
が
大
学
に
入
っ
た
一
九
八
二
年
、
東
大
駒
場
の
（
一
般
教
養
担
当
か
ら
転
じ
て
）
科
学
史
科
学
哲
学
の
教
員
と
な
り
、

『
存
在
と
意
味
』
と
い
う
体
系
的
著
作
を
公
刊
し
て
話
題
と
な
っ
た
。
私
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
読
破
を
試
み
た
が
、
い
か
め
し
い
文
体
に

閉
口
し
、
挫
折
し
た
覚
え
が
あ
る
。
廣
松
フ
ァ
ン
の
同
級
生
も
い
て
、
本
郷
に
進
学
後
し
ば
ら
く
し
て
大
学
院
の
授
業
を
冷
や
か
し
半
分

で
覗
い
た
り
も
し
た
が
、
不
真
面
目
な
学
生
だ
っ
た
私
は
、
あ
ま
り
習
っ
た
と
い
う
覚
え
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、「
物も

の

的
世
界
像
か
ら
事こ
と

的
世
界
観
へ
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
強
烈
だ
っ
た
し
、「
実
体
の
第
一
次
性
か
ら
関
係
の
第
一
次
性
へ
」
の
定
位
は
説
得
的
に

思
え
た
。

今
か
ら
考
え
る
と
、
マ
ル
ク
ス
伝
来
の
「
物
象
化
的
錯
視
」
批
判
の
立
場
か
ら
、「
も
の
」
で
は
な
く
「
こ
と
」
を
認
識
論
、
存
在
論
、

行
為
論
の
基
軸
に
据
え
る
廣
松
の
発
想
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
立
て
た
「
事
物
的
存
在
性
・
物
在
（Vorhanden-

heit

）」
と
「
道
具
的
存
在
性
・
用
在
（Zuhandenheit

）」、
お
よ
び
「
存
在
す
る
も
の
・
存
在
者
（Seiendes

）」
と
「
存
在
す
る
こ

と
・
存
在
（Sein

）」
と
い
う
二
通
り
の
区
別
に
、
む
ろ
ん
ピ
ッ
タ
リ
に
で
は
な
い
が
、
重
な
り
合
う
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
世
界
の
共
同
主
観
的
存
在
構
造
」
や
「
歴
史
的
世
界
の
協
働
的
存
立
構
造
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
共
同
存
在
論
を
批
判
的
に
受
容
し
た
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レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
や
和
辻
哲
郎
の
所
説
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。「
現
象
的
世
界
の
四
肢
的
構
造
聯
関
」
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―
は
、『
存
在
と
時
間
』
第
三
二
節
の
「
と
し
て
-構
造
」
の
適
用
だ
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
地
平

を
「
歴
史
内
存
在
」
と
し
て
捉
え
返
す
視
角
が
、「
世
界
内
存
在
」
の
根
本
発
想
の
転
用
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
考
え

る
と
、
独
創
性
を
誇
る
か
に
見
え
た
「
廣
松
哲
学
」
と
は

―
当
時
囁
か
れ
て
い
た
「
新
々
カ
ン
ト
派
」
で
あ
っ
た
以
上
に

―
、
マ
ル

ク
ー
ゼ
、
三
木
清
以
来
の
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
左
派
」
に
棹
差
し
て
い
た
、
と
総
括
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。

没
後
二
十
年
近
く
経
っ
て
こ
ん
な
乱
暴
な
総
括
を
さ
れ
た
ら
、
廣
松
自
身
は
さ
ぞ
憤
慨
す
る
こ
と
だ
ろ
う
と
、
往
年
の
フ
ァ
ン
な
ら
嘆

く
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
亜
流
の
私
が
思
う
に
、
廣
松
が
浮
か
ば
れ
な
い
の
は
、
む
し
ろ
彼
が
今
日
ろ
く
ろ
く

批
判
も
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
た
ら
、
二
十
世
紀
の
存
在
論
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
の
一
翼
を
担
っ
た
哲
学
者
の
所
説
を
今
日
の

視
点
か
ら
批
判
的
に
捉
え
返
す
こ
と
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
敬
意
を
払
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

廣
松
渉
と
言
え
ば
、
筋
金
入
り
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
う
え
、
難
し
い
漢
字
を
乱
発
し
、
つ
い
で
に
ド
イ
ツ
語
も
多
用
し
て
読
者

を
煙
に
巻
く
「
硬
派
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
と
は
い
え
、
著
作
家
廣
松
の
特
長
は
、
カ
タ
カ
ナ
語
の
衒
学
趣
味
に
あ
る
の
で
も
擬
古
的

漢
文
体
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
難
解
な
哲
学
用
語
と
軽
妙
な
講
談
調

―
と
き
に
は
漫
談
ふ
う
の

―
を
硬
軟
織
り
交
ぜ
た
饒

舌
体
を
磨
き
上
げ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
漢
字
を
や
た
ら
と
用
い
た
の
も
、
日
本
語
に
具
わ
る
造
語
能
力
を
活
用
し
た
と
考
え
れ
ば
、
そ
れ

だ
け
母
語
を
大
事
に
し
た
証
し
だ
と
言
え
る
。
漢
字
も
れ
っ
き
と
し
た
日
本
語
構
成
要
素
で
あ
り
、
や
ま
と
言
葉
に
あ
ら
ず
ん
ば
国
語
に

あ
ら
ず
、
な
ど
と
は
日
本
語
使
用
者
は
口
が
裂
け
て
も
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
廣
松
の
仕
事
と
は
、
同
窓
で
あ
っ
た
坂
部
恵

（
一
九
三
六
-二
〇
〇
九
年
）
の
作
品
と
と
も
に
、「
日
本
語
で
哲
学
す
る
」
試
み
で
あ
っ
た
。

廣
松
哲
学
と
と
も
に
名
高
い
対
立
図
式
で
あ
る
「
モ
ノ
と
コ
ト
」
に
し
て
も
、
日
本
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
踏
ま
え
て
い
る
。
大
野
晋
ら

の
見
解
を
踏
ま
え
古
来
の
日
本
語
に
お
け
る
「
物
と
事
と
の
存
在
的
区
別
」
を
扱
っ
た
論
文
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
（
１
）。
廣
松
の
着
目
し
た



―3―

「
も
の
／
こ
と
」
の
概
念
対
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
い
わ
ば
「
存
在
論
的
区
別
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
２
）。
つ
ま
り
、「
日
本
語
で
存
在
論
す

る
」
チ
ャ
ン
ス
が
こ
こ
に
ひ
ら
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
存
在
論
す
る
」
と
い
う
日
本
語
は
な
い
が
。

以
下
で
は
、
こ
の
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
を
、
廣
松
に
阿

お
も
ね

っ
て
で
は
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
物
」
論
を
横
目
で
に
ら
み
つ
つ
、

ア
ー
レ
ン
ト
の
「
仕
事
／
活
動
」
の
区
別
へ
目
を
転
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
摑
ん
で
み
た
い
と
思
う
。
ピ
ュ
ア
な
「
や
ま
と
テ
ツ
ガ
ク
」

が
意
味
を
な
さ
な
い
の
は
、
そ
れ
こ
そ
聖
徳
太
子
か
ら
西
田
幾
多
郎
ま
で
変
わ
り
が
な
い
。
外
来
思
想
の
洗
礼
を
受
け
つ
つ
、
そ
れ
を
今

こ
こ
の
思
考
の
現
場
へ
い
か
に
翻
し
て
ゆ
く
か
が
、
つ
ね
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
象
化
批
判
再
考

手
始
め
に
、「「
も
の
」
と
「
こ
と
」
に
よ
せ
て
」
と
題
さ
れ
た
、
出い

で

隆
（
一
八
九
二
-一
九
八
〇
年
）
の
論
文
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
に
『
思
想
』
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
廣
松
も
「
物
と
事
と
の
存
在
的
区
別
」
の
「
補
註
」

で
挙
げ
、
そ
の
先
駆
性
を
評
価
し
て
い
る
（
３
）。

出
は
、「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
辞
書
的
説
明
を
一
通
り
挙
げ
、
そ
の
場
当
た
り
的
な
羅
列
性
に
不
満
を
漏
ら
し
た
の
ち
、
自
前
の
再

検
討
を
行
な
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「「
こ
と
」
が
命
題
的
・
判
断
的
な
の
に
対
し
て
、「
も
の
」
は
〔
…
〕
単
語
的
・
名
辞
的
で
あ
る
（
４
）」。

「
そ
れ
を
言
う
人
の
そ
の
場
そ
の
時
で
の
感
じ
な
り
考
え
な
り
が
そ
こ
で
何
ら
か
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
の
点
が
「
も
の
」

で
あ
る
（
５
）」
の
に
比
べ
て
、「
こ
と
」
は
、「
何
ら
か
主
語
と
述
語
と
の
或
い
は
主
体
と
客
体
と
の
或
い
は
問
い
と
答
え
と
の
二
つ
に
割
れ
て

い
る
と
い
っ
た
よ
う
な
性
格
を
も
つ
（
６
）」。
要
す
る
に
、「「
も
の
」
は
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
「
こ
と
」
は
二
つ
に
割
れ
て
い
る
（
７
）」。

「
も
の
」
は
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
結
合
体
の
謂
い
で
あ
り
、「
こ
と
」
は
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
分
離
態
の
謂
い
で
あ
る
。
何
ら
か
の
ま
と

ま
っ
た
も
の

0

0

が
、
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

0

0

。
出
の
こ
の
「
も
の
-こ
と
」
論
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
命
題
論
に
お
け
る
基
体
-述
定
、
ひ



―4―

い
て
は
伝
統
的
存
在
論
に
お
け
る
実
体
-属
性
、
の
図
式
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
論
文
中
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
名
は
一
度
も
出
て
こ
な

い
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
者
の
「
日
本
語
で
範
疇
論
す
る
」
試
み
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

日
本
語
で
考
え
る
試
み
は
、
当
人
の
思
考
の
ル
ー
ツ
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
、
期
せ
ず
し
て
暴
露
す
る
。
出
に
お
い
て
、「
も
の
」
と

「
こ
と
」
の
区
別
が
暗
黙
裡
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
概
念
図
式
か
ら
了
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
廣
松
に
お
け
る
「
物
」
と
「
事
」
の
区

別
立
て
も
、
何
ら
か
の
出
自
を
有
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
、
廣
松
の
物
象
化
批
判
の
由
来
は
、
近
代
唯
物
論

0

0

0

0

0

に
あ
る
。

稀
代
の
マ
ル
ク
ス
研
究
者
で
あ
っ
た
廣
松
の
思
想
的
ル
ー
ツ
は
、
当
然
、
マ
ル
ク
ス
で
は
な
い
の
か
。

―
そ
う
い
ぶ
か
し
が
る
向
き

も
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ル
ク
ス
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
に
棹
差
し
て
い
る
近
代
的

思
考
が
、
全
体
と
し
て
唯
物
論
的
傾
向
を
色
濃
く
帯
び
て
お
り
、
そ
れ
を
い
わ
ば
総
括
す
る
か
の
よ
う
に
、
廣
松
は
「
物
的
世
界
像
か
ら

事
的
世
界
観
へ
」
と
定
式
化
し
た
の
で
あ
る
。

暴
論
に
近
い
こ
の
見
立
て
に
対
し
て
は
、
多
く
の
異
論
が
差
し
挟
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

1 

．
廣
松
は
、「
近
代
の
物
心
二
元
論
的
実
体
主
義
」
を
克
服
す
べ
く
「
関
係
主
義
的
存
在
観
」
を
提
唱
し
、
併
せ
て
「
主
観
-客
観
」

図
式
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
近
代
的
思
考
の
総
括
と
し
て
廣
松
哲
学
を
捉
え
る
の
は
初
歩
的
な
誤
り
で
は
な
い
か
。

―
だ
が
、
廣
松
自
身
、「
実
体
主
義
か
ら
関
係
主
義
へ
の
推
転
」
は
「
時
潮
の
波
濤
（
８
）」
だ
と
し
て
お
り
、
要
は
時
代
の
趨
勢
に
乗
じ
た

も
の
で
あ
る
。「
主
観
-客
観
」
と
い
う
図
式
に
し
て
も
、
近
代
の
途
上
で

―
せ
い
ぜ
い
カ
ン
ト
以
降

―
成
立
し
た
も
の
で
し
か
な

い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
モ
ダ
ン
の
き
わ
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
廣
松
哲
学
も
現
代
思
想
の
典
型
で
あ
っ
た
。「
現
相
的
所
与
」
と
「
意
味

的
所
識
」、「
能
知
的
誰
者
」
と
「
能
識
的
或
者
」
か
ら
な
る
「
四
肢
的
構
造
」
と
い
う
廣
松
ワ
ー
ル
ド
に
し
て
も
、
新
カ
ン
ト
派
の
「
妥

当
」
理
論
の
精
緻
化
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
主
観
-客
観
の
認
識
論
的
問
題
設
定
の
再
構
築
と
言
う
べ
き
で
あ
る
（
９
）。
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2
．
唯
物
論
と
は
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
、「
物
」
に
し
か
実
在
性
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
立
場
を
「
物

象
化
」
と
呼
ん
で
徹
底
的
に
破
壊
し
よ
う
と
し
た
廣
松
哲
学
を
、「
唯
物
論
」
と
し
て
性
格
づ
け
る
の
は
的
外
れ
で
は
な
い
か
。

―
だ

が
、「
唯
物
論
」
と
は
、
目
に
見
え
手
で
触
れ
る
「
物
」
を
素
朴
に
実
定
的
に
立
て
る
立
場
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
古
代
に
お

け
る
唯
物
論
者
の
代
表
た
る
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
、
水
や
空
気
や
火
や
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
た
「
四
大
」
を
世
界
構
成
元
素
と
す
る
古
代
自
然

哲
学
の
唯
物
論
的
傾
向
を
徹
底
さ
せ
、
つ
い
に
は
、「
物
」
と
は
到
底
言
え
な
い
「
原
子
」
と
「
空
虚
」
を
存
在
論
の
原
理
に
据
え
る
に

至
っ
た）

10
（

。
古
代
原
子
論
は
、
摑
み
ど
こ
ろ
の
あ
る
感
覚
的
事
物
を
、
極
微
の
諸
元
素
の
渦
動
へ
と
完
膚
な
き
ま
で
に
還
元
し
、
生
身
の
人

間
に
と
っ
て
の
物
体
性
を
世
界
か
ら
消
去
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
近
代
唯
物
論
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
近
代
自
然
科
学

の
成
立
に
は
、
古
代
原
子
論
の
復
活
が
与
っ
た
が
、
近
代
原
子
論
の
先
駆
け
と
な
っ
た
ボ
イ
ル
の
「
粒
子
哲
学
」
を
背
景
と
し
て
、
ロ
ッ

ク
は
、
伝
統
哲
学
に
代
わ
る
新
哲
学
を
構
想
し
た
デ
カ
ル
ト
に
な
お
残
存
し
て
い
た
「
実
体
」
概
念

―res cogitans

とres extensa

と
い
う
二
種
の
「
物
」
を
立
て
る
二
元
論

―
を
払
拭
し
よ
う
と
し
た
。
デ
カ
ル
ト
の
同
時
代
人
ホ
ッ
ブ
ズ
が
伝
統
的
実
体
概
念
を
あ
っ

さ
り
破
壊
し
た
、
そ
の
十
七
世
紀
以
来
の
唯
物
論
路
線
が
、「
主
観
」
概
念
と
い
う
あ
だ
花
を
経
由
し
て
、
近
代
的
思
考
の
主
潮
流
を
形

づ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、「
物
象
化
的
錯
視
」
批
判
は
、
こ
の
路
線
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
し
く
そ
の
完

成
形
態
な
の
で
あ
る
。

3
．
な
る
ほ
ど
、
廣
松
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
「
唯
物
史
観
」
を
宣
揚
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
近
代
唯
物
論
」
呼
ば
わ

り
す
る
の
は
粗
雑
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。

―
マ
ル
ク
ス
が
標
榜
し
た
史
的
唯
物
論
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
歴
史
哲
学
を
観
念
論
と
見
な

し
、
そ
の
克
服
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
観
念
論
vs
唯
物
論
」
と
い
う
図
式
自
体
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
降
案
出
さ
れ
た
も

の
に
す
ぎ
ず
、
古
代
以
来
の
存
在
概
念
の
歴
史
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
う
る
射
程
を
も
た
な
い
。
真
に
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
近
代
科
学
革
命
に

お
い
て
伝
統
的
存
在
論
に
風
穴
が
開
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
属
性
が
「
第
二
性
質
」
へ
格
下
げ
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
実
体
の
概
念
そ
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の
も
の
が
動
揺
を
き
た
し
た
。「
実
体
性
か
ら
関
係
性
へ
の
変
換
」
と
は
、
最
近
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
近
代
的
思
考
が
え
ん
え
ん

と
追
求
し
続
け
て
き
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
「
物
象
化
批
判
」
論
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
流
れ
に
棹
差
す
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
思
考
の
近
代
性

0

0

0

の
証
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
廣
松
は
そ
う
い
う
マ
ル
ク
ス
に
あ
く
ま
で
忠
実
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

0

0

0

0

0

凡
百
の
半
可
通
よ
り
偉
大
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

4
．
廣
松
は
、
近
代
に
確
立
し
た
古
典
物
理
学
が
二
十
世
紀
前
半
、
相
対
性
理
論
と
量
子
力
学
の
登
場
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
以

降
の
現
代
物
理
学
の
状
況
を
踏
ま
え
た
議
論
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
近
代
唯
物
論
と
は
真
逆
で
は
な
い
か
。

―
二
十
世
紀
に
多
発
し

た
「
科
学
諸
革
命
」
が
、
主
観
-客
観
図
式
を
古
臭
い
も
の
に
し
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
十
七
世
紀
科
学
革
命
に
優

る
転
換
点
を
な
す
も
の
だ
っ
た
か
は
、
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
古
今
の
原
子
論
の
不
変
の
前
提
で
あ
っ
た
「
不
可
分
の
最
小

単
位
」
が
、
ヨ
リ
極
微
の
単
位
か
ら
な
る
こ
と
が
あ
ば
き
出
さ
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
原
子
核
が
実
際
に
分
裂
さ
せ
ら
れ
、
質
量
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
等
価
性
が
実
証
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
物
理
学
史
上
真
に
革
命
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
原
子
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
素
粒
子
レ
ベ
ル
で
の
徹
底
化
が
進
ん
だ
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
原
子
論
に

本
来
ひ
そ
ん
で
い
た
実
体
消
去
傾
向
が
、
前
面
に
躍
り
出
て
き
た
だ
け
の
話
で
あ
る
。
こ
の
抹
殺

―「
虚
無
化
（Vernichtung

）」
―

傾
向
は
、
一
九
四
五
年
の
原
子
爆
弾
の
投
下
に
よ
っ
て
急
転
直
下
、
政
治
問
題
化
し
て
い
く
が
、
こ
の
「
原
子
力
時
代
」
の
テ
ー
マ
に
し

て
も
、
近
代
唯
物
論
の
帰
結
と
捉
え
て
は
じ
め
て
、
そ
の
歴
史
的
意
味
を
十
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。

5
．
廣
松
の
物
象
化
批
判
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
物
存
在
性
中
心
の
存
在
論
」
批
判
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
廣
松
と
同
じ
く
近
代
唯
物
論
の
徒
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。

―「
実
体
の
第
一
次
性
か
ら
関
係
の
第
一
次

性
へ
」
の
シ
フ
ト
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
廣
松
に
比
べ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ほ
う
が
慎
重
で
あ
っ
た
と
は
言
え
る
。
道
具
的
存
在
者
の

指
示
全
体
性
や
世
界
の
有
意
義
性
連
関
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
存
在
者
を
一
緒
く
た
に
「
函
数
概
念
」
的
な
「
関
係
シ
ス
テ
ム
」
へ
と
還
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元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
異
を
唱
え
た
か
ら
で
あ
る）

12
（

。
と
は
い
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
実
体
本
位
の
存
在
概
念

に
、
事
物
的
存
在
性
へ
の
偏
り
を
認
め
、
そ
の
「
事
物
化
（Verdinglichung

）
）
13
（

」
の
弊
を
指
摘
す
る
と
き
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
近
代
派
」

に
与く

み

し
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
破
壊
（D

estruktion

）」
を
「
解
釈
学
的
」
と
形
容
し
た
く
な
る
の
は
、
そ

れ
が
一
筋
縄
で
行
か
な
い
屈
折
度
を
お
び
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
体
概
念
の
「
破
壊
」
に
も
当
て
は
ま
る
。
現
存
在
の
本

来
性
に
「
自
己
の
不
断
の
自
立
性
（Selbst-ständigkeit

）」
を
見
出
し
）
14
（

、
近
代
的
主
体
概
念
を
実
存
論
的
に
再
興
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

新
手
の
デ
カ
ル
ト
主
義
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
生
粋
の
近
代
人
で
あ
る
に
は
、
古
代
以
来
の
哲
学
の
伝
統
を

あ
ま
り
に
背
負
い
す
ぎ
て
い
た
。
こ
こ
に
火
を
付
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
が
、「
物
へ
の
問
い
」
で
あ
っ
た
。

廣
松
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
考
は
修
学
時
代
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
転
回
」
の
余
地
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
類
ま
れ
な
首

尾
一
貫
性
は
、
筋
金
入
り
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
し
て
の
自
負
で
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の

ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
フ
ラ
フ
ラ
道
に
迷
っ
て
い
る
と
い
っ
た
風
情
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
が
「
硬
派
」
か
は
、
そ
う
簡
単
に
は
決
め
ら
れ

な
い
。

物
象
化
批
判
の
批
判
者
た
ち

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
物
」
論
に
目
を
向
け
る
前
に
、
廣
松
の
仲
間
た
ち
に
一
瞥
を
与
え
て
お
こ
う
。

『
存
在
と
意
味
』
の
第
一
巻
が
『
廣
松
渉
著
作
集
』
第
十
五
巻
に
収
め
ら
れ
た
と
き
、
解
説
を
書
い
た
の
は
、
坂
部
恵
（
一
九
三
六
-

二
〇
〇
九
年
）
で
あ
る
。
廣
松
と
坂
部
は
、
一
九
五
七
年
に
東
大
本
郷
の
哲
学
科
に
進
学
し
た
同
期
生
で
あ
っ
た
。
坂
部
は
、
旧
友
へ
の

温
か
い
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て
い
る
解
説
で
は
抑
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の）

15
（

、
廣
松
の
物
象
化
論
に
は
違
和
感
を
少
な
か
ら
ず
抱
い
て
い
た

と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
論
文
が
あ
る
。「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」（
一
九
八
九
年
）
で
あ
る
。
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坂
部
は
、「
も
の
」
と
言
う
と
、「
有
用
物
」「
財
物
」「
物
質
」
と
い
っ
た
観
念
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
が
ち
な
の
は
、「
十
九
世
紀
以
降

の
効
率
本
位
、
科
学
万
能
主
義
の
風
潮
の
も
た
ら
し
た
、
比
較
的
あ
た
ら
し
い
傾
向
」
に
す
ぎ
ぬ
と
し）

16
（

、「
日
本
語
に
お
け
る
〈
も
の
〉

の
語
の
用
法
の
検
討
」
を
、「〈
こ
と
〉
の
語
と
の
対
比
に
お
い
て）

17
（

」
行
な
っ
て
い
る
。
出
論
文
と
同
じ
く
、
ま
ず
辞
書
的
説
明
が
俎
上
に

載
せ
ら
れ
、
そ
の
「
近
代
主
義
的
な
先
入
見
の
数
）々
18
（

」
が
抉
り
出
さ
れ
た
の
ち
、「〈
も
の
〉
の
本
源
的
意
味
契
機
」
が
、
次
の
三
つ
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。「
⑴
普
遍
性
・
包
括
性
・
一
般
性
」、「
⑵
具
体
的
な
生
動
性
」、「
⑶
非
日
常
的
な
〈
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
〉、〈
ゆ
ゆ

し
く
〉、〈
聖
な
る
〉
も
の
に
ま
で
及
ぶ
他
者
性
）
19
（

」。

坂
部
は
、
出
と
似
て
、「
事
」
に
「
異こ

と

」
と
の
照
応
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
出
と
違
っ
て
、「
現
今
一
部
で
流
行
の
〈
差
異
の
哲
学
〉
）
20
（

」

と
の
符
合
に
着
目
し
て
の
こ
と
ら
し
い
。
だ
が
そ
の
点
は
措
こ
う
。「
も
の
」
の
⑴ 

⑵ 

⑶
の
意
味
契
機
が
そ
こ
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
「
こ

と
が
ら
」
を
、
坂
部
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「〈
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
〉、〈
ゆ
ゆ
し
い
〉
も
の
は
、〔
…
〕
ひ
と
が
、
時
と
し
て
、

生
活
の
な
か
で
、（
生
動
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
た
具
体
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
具
体
的
で
は
あ
る
が
何
か
漠
然
と
し
た
気

配
と
し
て
等
々
）、
出
会
う
一
個
の
他
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
ま
る
き
り
外
的
な
他
者
に
と
ど
ま
る
わ
け
で

は
な
い
。〔
…
〕
そ
の
〈
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
〉、〈
ゆ
ゆ
し
い
〉
他
者
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
わ
た
し
自
身
の
内
に
も
あ
り
う
る
か
も
し

れ
な
い
も
の
、
否
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
た
し
自
身
が
そ
れ
そ
の
も
の
で
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る）

21
（

」。

ラ
ン
ボ
ー
や
フ
ロ
イ
ト
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
大
胆
に
敷
衍
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
「
も
の
」
の
先
行
了
解
は
、
坂
部
自
身
も
言
及
し

て
い
る
折
口
信
夫
）
22
（

の
所
説
な
ど
に
そ
く
し
て
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
坂
部
は

そ
れ
に
立
ち
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
折
口
研
究
も
つ
い
に
ま
と
め
ら
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
分
か
る
こ
と

は
、「
デ
カ
ル
ト
主
義
的
な
物
-心
二
元
論
は
、
元
来
、
日
本
語
の
「
も
の
」
の
語
と
は
無
縁
で
あ
る）

23
（

」
と
結
論
づ
け
た
坂
部
は
、
物
象
化

批
判
と
は
異
な
る
視
点
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「〈
こ
と
〉
が
、
端
的
に
〈
こ
と
ば
〉
に
通
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
則
的
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に
こ
と
ば
で
言
い
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
〔
…
〕
の
に
た
い
し
て
、〈
も
の
〉
の
ほ
う
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
具
体
的
な
生
動
性
と
は
裏
腹

に
、
か
え
っ
て
こ
と
ば
に
汲
み
尽
く
し
え
な
い
こ
と
を
そ
の
本
源
的
特
性
と
し
て
も
つ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る）

24
（

」。
廣
松
に
抗
し
て
、「
こ

と
」
よ
り
も
「
も
の
」
の
ほ
う
が
「
本
源
的
」
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
坂
部
は
あ
る
席
で
、「
も
の
」
を
消
去
し
た
が
る
廣
松
渉
を
、「
た
お
や
め
ぶ
り
」
と
評
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
さ
さ
か
猥
談

じ
み
た
皮
肉
な
調
子
だ
っ
た
が
、「
硬
派
の
廣
松
」
と
い
う
印
象
に
一
石
を
投
ず
る
発
言
で
は
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
坂
部
が
「
ま
す
ら

お
ぶ
り
」
を
張
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
思
う
に
、「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
を

―
断
固
た
る
調
子
で
は
な
く
、
独
特
の

皮
肉
を
湛
え
て

―
示
し
た
の
は
、
両
者
の
共
通
の
師
、
山
本
信
（
一
九
二
四
-二
〇
〇
五
年
）
で
あ
っ
た
。

山
本
は
、
学
徒
出
陣
で
海
軍
に
入
隊
し
終
戦
に
よ
り
復
学
し
た
戦
中
世
代
で
あ
る
。
平
易
な
日
本
語
で
哲
学
の
根
本
問
題
を
論
じ
た
点

で
は
、
同
じ
海
軍
上
が
り
で
終
生
の
対
話
相
手
と
な
っ
た
大
森
荘
蔵
（
一
九
二
一
-九
七
年
）
に
似
て
い
る
。
廣
松
や
坂
部
が
各
々
の
流
儀

で
「
日
本
語
で
哲
学
す
る
」
試
み
に
乗
り
出
し
た
と
き
、
彼
ら
を
暗
黙
裡
に
導
い
て
い
た
の
は
、
指
導
教
官
だ
っ
た
山
本
の
ス
タ
イ
ル
で

あ
っ
た
。
山
本
の
初
期
論
文
の
一
つ
「「
無
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
考
察
」（
一
九
五
七
年
成
立
）
25
（

）
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
に
負
け
じ
と
、「
愛
」
や
「
誕
生
」
と
い
っ
た
主
題
を
め
ぐ
っ
て
、
人
間
的
自
由
の
存
在
論
が
み
ず
み
ず
し
く
展
開

さ
れ
て
お
り
、
再
読
す
る
た
び
に
発
見
が
あ
る
。

そ
の
山
本
は
、
大
森
や
廣
松
が
、
実
体
と
い
う
伝
統
的
存
在
概
念
に
対
し
て
執
拗
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
現
場
に
居
合
わ
せ
つ
つ
も
、
自

身
は
、
実
体
概
念
に
積
極
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
お
そ
ら
く
山
本
は
、
無
類
の
勉
強
家
だ
っ
た
廣
松
を
愛
し
た
が
ゆ
え
に
、
愛
弟

子
の
物
象
化
批
判
に
正
面
か
ら
応
答
す
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
に
課
し
た
の
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
山
本
が
主
た
る
研
究
対
象
と
し
た
デ
カ
ル

ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ら
、「
主
体
性
の
形
而
上
学
」
を
形
づ
く
る
近
代
哲
学
史
は
、「
主
体
」
へ
と
定
着
し
て
ゆ
く

実
体
概
念
を
核
心
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
も
う
一
つ
に
は

―
む
し
ろ
こ
れ
が
第
一
の
理
由
だ
っ
た
ろ
う
が

―
、「
実ウ
ー
シ
ア体
と
は
何
か
」
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と
い
う
問
い
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、「
第
一
哲
学
」
の
根
本
の
問
い
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
こ
の
問
い
を
引
き
受
け
な
い
か
ぎ
り
、

「
形
而
上
学
の
可
能
性
」
を
語
る
資
格
は
な
い
。「
哲
学
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
を
存
在
者
と
す
る
か
、
で
あ
る
。
存
在

者
が
い
か
に
あ
る
か
、
で
は
な
く
、
存
在
と
は
何
で
あ
る
か
、
が
、
つ
ね
に
、
哲
学
の
第
一
の
問
題
で
あ
っ
た）

26
（

」。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
-ハ

イ
デ
ガ
ー
ば
り
に
存
在
を
問
う
た
昭
和
の
本
格
派
哲
学
者
は
、「
実
体
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
果
敢
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

山
本
の
実
体
論
の
帰
趨
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
が
あ
る
。
昭
和
の
黄
昏
期
に
出
た
新
「
岩
波
講
座 

哲
学
」
の
第
四
巻
の
最
後
に
、
廣

松
の
論
文
に
続
く
形
で
収
め
ら
れ
た
「
実
在
と
価
値
）
27
（

」
で
あ
る
。

「
価
値
と
実
在
」
の
前
半
部
「
実
体
概
念
の
復
権
」
は
、
近
代
哲
学
史
に
お
い
て
実
体
概
念
が
忌
避
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
失

わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い）

28
（

」
と
の
見
立
て
か
ら
出
発
し
、「
歴
史
上
も
っ
と
も
鮮
や
か
に
実
体
概
念
を
批
判
し
た
ロ
ッ
ク

が
、
決
し
て
事
物
の
実
体
性
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
の
知
識
論
全
体
が
な
り
た
つ
必
要
条
件
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の

外
」
な
る
実
体
の
存
在
を
考
え
て
い
た
こ
と）

29
（

」
を
、
ま
ず
も
っ
て
指
摘
す
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
が
「
観
念
論
論
駁
」
で
、
意
識
の
内
部
か

ら
出
発
し
つ
つ
、
わ
れ
わ
れ
の
外
な
る
「
持
続
的
な
も
の
」
に
逢
着
し
た
さ
い
に
も
、「
実
体
概
念
は
健
在
」
で
あ
っ
た
、
と
す
る）

30
（

。「
わ

れ
わ
れ
が
感
覚
を
つ
う
じ
て
物
を
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
特
定
の
意
識
状
態
を
自
分
の
内
に
感
じ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、

わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
物
と
出
逢
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る）

31
（

」。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、「
存
在
原
理
と
し
て
の
実

体
概
念
」
が
、「
葬
り
去
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
な
役
割
を
演
ず
る
べ
き
も
の
と
し
て
再
登
場
し
て
い
た）

32
（

」

と
い
う
の
が
、
山
本
の
見
立
て
な
の
で
あ
る
。

「
物
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
て
い
っ
て
も
、
そ
の
物
の
自
己
同
一
性
が
保
た
れ
る
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
し
て
い
な
く
て

も
物
は
そ
れ
自
体
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
、
以
前
に
見
た
も
の
と
今
見
て
い
る
も
の
と
が
同
一
の
物
で
あ
る
こ
と
、
複
数
の
人
に
よ
っ
て

違
っ
た
ふ
う
に
経
験
さ
れ
て
い
る
物
が
、
そ
れ
自
身
で
は
一
に
し
て
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と）

33
（

」。

―
実
体
と
い
う
概
念
に
内
蔵
さ
れ
た
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自
己
同
一
的
存
続
性
と
い
う
本
義
が
、
近
代
の
認
識
論
的
考
察
に
よ
っ
て
総
攻
撃
を
受
け
て
き
た
こ
と
を
知
り
尽
く
し
な
が
ら
、
山
本

は
、
古
来
の
こ
の
思
索
の
事
柄
に
、
愚
直
な
ま
で
に
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
う
し
た
反
問
が
、
当
時
と
し
て
は
、
時
代
遅
れ
の
抵
抗
勢
力
の
あ

が
き
に
映
じ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
っ
た
。

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
山
本
は
、
こ
の
実
体
復
権
論
か
ら
、
さ
ら
に
大
胆
な
一
歩
を
踏
み
出
す
。「
実
体
と
し
て
の
物
に
対
応
す
る
の

は
、
実
体
と
し
て
の
私
の
身
体
で
は
な
い
か
」。
つ
ま
り
、「
身
体
と
し
て
の
自
分
の
実
体
的
存
在
こ
そ
、
物
の
存
在
の
経
験
に
先
立
っ

て
、
そ
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
言
い
た
い）

34
（

」。
と
い
う
の
も
、「
た
だ
そ
う
見
え
て
い
る
だ
け
の
場
合
と
、
そ
の
物
が
実
際
に
そ
れ
自
体

と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
実
体
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
場
合
の
違
い
〔
…
〕
は
、
後
者
の
場
合
わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
、
当
の
物
と
同
じ
存

在
次
元
で
そ
の
物
に
立
ち
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る）

35
（

」
か
ら
で
あ
る
。「
お
よ
そ
物
が
そ
れ
自
体
の
同
一
性
を
保
っ
て
存
在
し
て

い
る
と
言
い
う
る
た
め
の
条
件
は
、
自
分
の
身
体
が
自
己
同
一
的
に
存
続
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
身
体
と
し
て
生
き
て
い
る
自
分

の
実
体
性
に
あ
る）

36
（

」。「
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
変
化
を
つ
う
じ
て
同
一
の
身
体
と
し
て
自
分
が
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
、
こ
れ
が
ま
さ
し
く

す
ぐ
れ
て
「
実
体
」
と
し
て
の
あ
り
方
に
ほ
か
な
ら
な
い）

37
（

」。
勝
義
の
「
も
の
」
と
し
て
身
体

―
こ
れ
が
、
山
本
の
実
体
論
の
暫
定
的

結
論
で
あ
っ
た
。

山
本
は
、
物
象
化
批
判
へ
の
反
批
判
と
し
て
伝
統
的
実
体
概
念
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
な
ら
反
動

呼
ば
わ
り
さ
れ
て
も
仕
方
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
本
は
、
実
体
的
な
も
の
を
、
身
体
と
い
う
、
不
滅
の
霊
魂
と
異
な
り
可
滅
的

で
儚
い
と
さ
れ
存
在
論
的
に
格
下
扱
い
さ
れ
て
き
た
「
体
」
に
、
あ
え
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
神
で
も
霊
魂
で
も
精
神
で
も
な
く
、
生

身
の
「
か
ら
だ
」
を
い
わ
ば
第
一
実
体
に
据
え
る
の
は
、
伝
統
か
ら
の
大
胆
な
逸
脱
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。「
も
の
」
の
最
た
る
も
の
、

実
在
し
て
い
る
と
言
う
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
、
そ
れ
は
、
私
の
身
体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

―
そ
う
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た

哲
学
者
が
、
山
本
信
で
あ
っ
た）

38
（

。
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身
体
を
際
立
っ
た
実
体
と
し
て
再
発
見
し
た
こ
と
、
こ
れ
は
山
本
の
あ
っ
ぱ
れ
な
功
績
で
あ
っ
た
。
だ
が
他
方
で
、「
実
体
と
し
て
の

身
体
」
論
に
、
わ
れ
わ
れ
が
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
可
滅
的
な
も
の
の
極
致
と
さ
れ
て
き
た
身
体
を
、
わ
ざ
わ
ざ
「
実

体
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
、
灯
台
下
暗
し
的
皮
肉
の
妙
味
は
感
じ
る
も
の
の
、
や
は
り
躊
躇
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
身
体
と
い
う
存
在
者
に
つ

い
て
語
る
資
格
を
い
か
に
確
保
す
べ
き
か
、
気
に
な
っ
て
し
ま
う
。
何
よ
り
、
死
す
べ
き
者
た
ち
の
「
身
」
の
儚
さ
を
、
ど
う
遇
す
れ
ば

よ
い
か
、
思
い
惑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

癌
に
冒
さ
れ
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
身
体
に
鞭
打
っ
て
『
存
在
と
意
味
』
第
二
巻
を
出
し
て
か
ら
一
年
有
半
、
廣
松
渉
は
世
を
去
っ
た
。

葬
儀
委
員
長
と
し
て
愛
弟
子
を
見
送
っ
た
山
本
信
も
、
そ
の
十
年
後
に
は
没
し
た
。
巨
木
も
倒
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
山
本
亡
き
あ
と

も
、『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
研
究
』
を
始
め
と
す
る
山
本
の
作
品
は
、
し
ぶ
と
く
残
っ
て
い
る
。
位
牌
や
墓
石
に
霊
が
宿
る
か
は
と
も
か

く
、
遺
物
と
し
て
の
書
物
に
は
、
原
著
者
の
精ガ

イ
ス
ト神
が
あ
り
あ
り
と
現
前
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
発
想
そ
の
も
の
が
、
廣
松
式
に
は
「
物
神

崇
拝
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
廣
松
哲
学
自
体
、
今
と
な
っ
て
は
、
彼
の
手
で
書
か
れ
遺
さ
れ
た
作
品
に
よ
っ

て
現
前
す
る
ほ
か
な
い
。
物
象
化
論
に
し
て
も
、
廣
松
の
著
作
が
「
物
」
と
し
て
現
存
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
将
来
の
世
代
に
伝
え
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
廣
松
の
無
宗
教
式
の
葬
儀
に
は
、
物
故
し
た
著
者
の
厖
大
な
作
品
群
が
並
べ
ら
れ
て
、
偉
容
を

誇
っ
た
。
坂
部
恵
の
場
合
で
も
、
散
骨
さ
れ
た
亡
骸
の
ほ
う
は
無
に
帰
し
た
が
、
生
前
み
ず
か
ら
編
ん
だ
『
坂
部
恵
集
』
は
、
こ
れ
か
ら

も
ず
っ
と
読
み
継
が
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
よ
う
や
く
、「
物
へ
の
問
い
」
に
向
か
う
段
と
な
っ
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
「
物
へ
の
問
い
」

ま
ず
、
和
辻
哲
郎
（
一
八
八
九
-一
九
六
〇
年
）
の
「
こ
と
」
論
か
ら
始
め
よ
う
。
そ
こ
に
は
、「
日
本
語
で
存
在
論
す
る
」
試
み
が
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
を
き
っ
か
け
と
し
て
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
、
紛
れ
も
な
く
見
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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「
日
本
語
を
も
っ
て
思
索
す
る
哲
学
者
よ
、
生
ま
れ
い
で
よ
。」
―
和
辻
は
、「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
を
、
こ
の
有
名
な
一
句
で
結

ん
で
い
る）

39
（

。
こ
の
論
文
は
も
と
も
と
、「
昭
和
三
〔
一
九
二
八
〕
秋
の
京
都
哲
学
会
講
演
の
原
稿
に
手
を
入
れ
て
中
途
ま
で
『
哲
学
研
究
』

に
掲
載
さ
れ
た
も
の）

40
（

」
で
あ
り
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
刊
の
『
続
日
本
精
神
史
研
究
』
の
最
後
に
収
め
ら
れ
た
。
和
辻
が
こ
の
論

文
で
試
み
た
の
は
、「
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」
と
い
う
、「
き
わ
め
て
平
易
な
、
日
常
的
な
日
本
語
の
問
い
」
を
、

⑴
「
こ
と
」、
⑵
「
い
う
こ
と
」、
⑶
「
い
う
」
の
は
誰
か
、
⑷
「
あ
る
」、
の
四
つ
の
観
点
か
ら
、
日
本
語
で
考
え
抜
く
こ
と
で
あ
っ
た）

41
（

。

こ
の
⑴
の
観
点
の
吟
味
の
さ
い
、「「
こ
と
」
と
「
も
の
」
と
は
い
か
な
る
差
別
を
持
つ
か）

42
（

」
と
い
う
問
い
が
展
開
さ
れ
る
。

和
辻
に
よ
れ
ば
、「「
こ
と
」
の
語
義
に
は
大
体
三
つ
の
方
面
が
あ
る）

43
（

」。
一
、
動
詞
と
結
合
し
て
動
作
を
表
わ
し
（
た
と
え
ば
「
動
く

こ
と
」「
見
る
こ
と
」）、
ま
た
、
形
容
詞
と
結
合
し
て
状
態
を
表
わ
す
（「
静
か
な
る
こ
と
」「
美
し
き
こ
と
」）。
二
、
出
来
事
や
歴
史
的

事
件
を
表
わ
す
。
三
、
言
わ
れ
た
り
考
え
ら
れ
た
り
す
る
内
容
を
表
わ
す
（「
む
ず
か
し
い
こ
と
を
言
う
」）。
一
の
意
味
を
考
察
し
て
い

く
と
、「
こ
と
」
と
「
も
の
」
と
の
区
別
が
明
ら
か
と
な
る
。「「
あ
る
も
の

0

0

」
に
お
い
て
は
「
も
の

0

0

が
あ
る
」
の
で
あ
り
、
も
の
が
あ
る

た
め
に
は
「
あ
る
こ
と

0

0

」
が
す
で
に
予
想
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。「
あ
る
こ
と

0

0

」
は
「
あ
る
も
の

0

0

」
の
「
あ
る
こ
と

0

0

」
で
あ
る
と
と
も

に
、
ま
た
あ
る
「
も
の

0

0

」
を
「
あ
る

0

0

」
も
の
た
ら
し
め
る
「
こ
と
」
で
あ
る
。
か
く
て
一
般
に
「
こ
と
」
は
「
も
の
」
に
属
す
る
と
と
も

に
「
も
の
」
を
「
も
の
」
た
ら
し
め
る
基
礎
で
あ
る）

44
（

」。
こ
の
「
日
本
語
で
存
在
論
す
る
」
試
み
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
言
い
換
え

れ
ば
、「
存
在
と
は
、
存
在
者
の
存
在
で
あ
り
、
存
在
者
の
意
味
と
根
拠
を
な
す
」
と
な
る
。
存
在
者
と
存
在
と
の
存
在
論
的
差
異
を
、

日
本
語
の
「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
区
別
は
暗
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

二
の
「
出
来
事
」、
三
の
「
言こ

と

」
に
関
す
る
考
察
も
興
味
深
い
が
、
詳
し
く
は
立
ち
入
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、「
事
」
や
「
言
」
の
成

立
に
与
る
「
者も

の

」
た
る
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
一
個
の
際
立
っ
た
「
も
の
」
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
点
で
あ
る
。「「
こ
と
」
は
、
あ
ら
ゆ
る

「
こ
と
」
の
地
盤
と
し
て
の
「
も
の
」（
者
）
の
自
己
了
解
性
に
も
と
づ
く）

45
（

」。
こ
れ
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
に
言
え
ば
、「
現
存
在
の
存
在
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（
者
）
的
優
位
」
が
、「
事
」
と
「
言
」
の
解
釈
学
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「「
こ
と
」
は
我
々
の
ふ
る
ま
い
で
あ
り
態
度
で
あ
る）

46
（

」。
こ
う
結
論
づ
け
る
和
辻
の
議
論
に
、「
本
有
化
の
出
来
事
（Ereignis

）」
や

「
言こ

と

づ
て
（Sage

）」
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
語
で
考
え
よ
う
と
し
た
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
の
思
索
と
、
同
じ
事
柄
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い）

47
（

。
む
し
ろ
和
辻
は
、『
存
在
と
時
間
』
期
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
に
は
、「「
も
の
」
を
問
う
」

こ
と
に
先
立
つ
「「
こ
と
」
を
問
う
」
こ
と
の
優
位
を
打
ち
出
し
、「
哲
学
は
ま
ず
第
一
に
「
こ
と
」
の
学
で
あ
る）

48
（

」
と
宣
言
し
て
い
る
点

に
お
い
て
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、「「
こ
と
の
了
解
」
は
そ
れ
自
身
「
人
と
い
う
も
の

0

0

」
の
有
り
方
に
お
い
て
現
わ
れ
る）

49
（

」
と
い
う
意
味
で

は
、「「
こ
と
」
が
一
層
基
礎
的
な
層
に
お
い
て
「
も
の
」
に
基
づ
く）

50
（

」
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
。

和
辻
は
、
①
「
も
の
」
に
対
す
る
「
こ
と
」
の
優
位
を
さ
し
あ
た
り
強
調
す
る
。
こ
の
点
で
は
廣
松
と
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
が
、
そ

れ
と
同
時
に
、
②
「
こ
と
」
の
基
礎
に
は
一
定
の
「
も
の
」
が
見
出
さ
れ
る
と
説
く
こ
と
も
忘
れ
な
い
。
こ
の
相
補
性
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

用
語
で
言
い
換
え
れ
ば
、
①
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
つ
ど
そ
れ
で
あ
る
「
現
存
在
」
と
い
う
存
在
者
を
そ
の
存
在

0

0

へ
め
が
け
て
問
い
、
存
在
そ

の
も
の
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
「
基
礎
的
存
在
論
」
と
、
こ
れ
に
続
い
て
、
②
存
在
へ
の
問
い
が
反
転
さ
せ
ら
れ
、
問
い
の

前
提
と
な
る
存
在
者

0

0

0

に
向
き
直
る
「
形
而
上
学
的
存
在
者
論
（m

etaphysische O
ntik

）」
つ
ま
り
「
メ
タ
存
在
論
（M

etontologie

）」、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
日
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、「
メ
タ
存
在
論
」
は
、
一
九
二
八
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
夏
学
期
講
義
『
論
理
学
の
形
而
上
学

的
原
初
根
拠
』
に
お
い
て
、「
基
礎
的
存
在
論
」
と
と
も
に
形
而
上
学
の
「
二
重
性
」
を
形
づ
く
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

51
（

。
そ
れ
を
和

辻
が
知
っ
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
だ
が
、『
存
在
と
時
間
』
の
熱
心
な
読
者
で
あ
っ
た
和
辻
に
は
、
存
在
を
問
う
に
は
ま
ず
も
っ
て
存
在

者
に
問
い
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
た
。「
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
」
と
日

本
語
で
考
え
る
試
み
は
、
そ
う
い
う
「
こ
と
」
へ
と
問
い
か
け
、
か
つ
問
い
か
け
ら
れ
る
「
も
の
」
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
。
し
か
も
、
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こ
の
「
も
の
」
を
こ
と
さ
ら
に
問
う
こ
と
は
、
存
在
者
に
つ
い
て
の
実
証
諸
科
学
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
形0

而
上
学
的

0

0

0

0

存
在
者
論
」
と
あ
え
て
命
名
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。「
メ
タ
存
在
論
す
る
」
と
は
、
存
在
論
に
輪
を
か
け
て
メ
タ
次
元
へ
と
超

出
す
る
こ
と
で
は
全
然
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
存
在
論
的
探
究
を
く
ぐ
り
抜
け
た
そ
の
ま
な
ざ
し
で
も
っ
て
、
新
た
な
光
の
も
と
、
そ

の
陰
影
と
縁
ど
り
と
に
お
い
て
、
存
在
者
を
再
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
山
本
信
が
「
身
体
」
を
実
体
と
し
て
再
発
見
し
た
こ
と
も
、
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
体
を
消
去
し

物
と
い
う
物
を
抹
殺
し
か
ね
な
い
唯
物
論

―
ホ
ッ
ブ
ズ
を
嚆
矢
と
す
る
そ
の
原
理
派
が
標
榜
す
る
の
が
「
自
然
主
義
」
で
あ
る

―
の

吹
き
荒
れ
る
時
代
に
、「
わ
れ
わ
れ
の
外
」
な
る
「
具
体
的
」
で
「
持
続
的
」
な
も
の

0

0

に
わ
れ
わ
れ
が
現
に
出
逢
っ
て
い
る
こ
と

0

0

の
否
定

し
が
た
さ
を
見
つ
め
、
そ
の
よ
う
な
実
在
経
験
の
相
関
者
と
し
て
、
か
つ
こ
の
出
来
事
の
関
与
者
と
し
て
、
血
肉
を
そ
な
え
感
覚
を
た
ず

さ
え
た
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
紛
れ
も
な
く
一
個
の
も
の

0

0

で
あ
る
、
と
再
発
見
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
素
朴
な
常
識
へ
の
逆
戻
り
で
は
決
し

て
な
い
。
む
し
ろ
、「
日
本
語
で
（
メ
タ
）
存
在
論
す
る
」
一
つ
の
修
練
で
あ
り
う
る
。
山
本
の
身
体
論
と
は
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
的
反

省
の
試
み
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。『
存
在
と
時
間
』
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
存
在
へ
の
問
い
が
存
在
者
の
ほ
う
へ
と
「
打
ち

返
さ
れ
る
」、
と
い
う
反
転
は
す
で
に
内
蔵
さ
れ
て
い
た）

52
（

。「
メ
タ
存
在
論
」
構
想
は
そ
の
展
開
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
「
物
へ
の
問

い
」
は
重
要
な
局
面
で

―
一
方
で
は
芸
術
作
品
論
と
し
て
、
他
方
で
は
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
原
則
論
」
解
釈
に
お
い
て

―
発
動
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
物
へ
の
問
い
が
真
に
火
を
付
け
ら
れ
た
の
は
、
現
代
技
術
の
本
質
が
、
つ
ま
り
「
物
が
守
り
を
失
っ
て

荒
廃
す
る
」
と
い
う
出
来
事
が
お
の
ず
と
本
有
化
さ
れ
る
「
総
か
り
立
て
体
制
（G

e-Stell

）」
が
、
こ
れ
見
よ
が
し
に
あ
ら
わ
と
な
っ
た

第
二
次
世
界
大
戦
を
く
ぐ
り
抜
け
て
の
ち
で
あ
っ
た
。

一
九
四
九
年
の
『
ブ
レ
ー
メ
ン
連
続
講
演
』
は
、
第
一
講
演
「
物
」
で
幕
を
開
け
る）

53
（

。
そ
こ
で
全
面
的
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
「
物
へ
の
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問
い
」
は
、
物
と
の
ふ
れ
あ
い
の
牧
歌
的
描
写
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
断
じ
て
そ
う
で
は
な
い
。
ヒ
ト
と
モ
ノ
を
普
遍
的
か
つ
無
差
別
的

に
徴
用
し
て
や
ま
な
い
「
総
か
り
立
て
体
制
」
と
い
う
、
い
わ
ば
存
在
論
的
出
来
事
が
地
球
規
模
で
勃
発
し
て
い
る
荒
涼
た
る
時
代
だ
か

ら
こ
そ
、「
物
」
の

―「
物
象
化
」
な
ら
ぬ

―「
物
化
（D

ingen

）」
の
は
た
ら
き
へ
の
ま
な
ざ
し
が
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

そ
れ
は
、「
総
か
り
立
て
体
制
」
の
現
実
か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ん
な
時
代
で
あ
れ
、
い
か
な
る
「
虚
無
化
」
の
も
と
で

も
、
物
と
の
関
わ
り
を
わ
れ
わ
れ
が
完
全
に
手
放
す
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
「
物
へ
の
問
い
」
は
目
覚
め
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

が
「
あ
ら
た
な
始
ま
り
」
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
で
、「
瓶か

め

」
と
い
う
、
ド
イ
ツ
の
日
常
生
活
に
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
物
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
一
例
で
あ
ろ
う
。
物
と
の
出
会
い
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
先
人
の
書
き
残
し
た

一
冊
の
書
物
を
手
に
と
り
、
頁
を
繰
る
と
い
う
経
験
。
あ
る
い
は
、
風
雪
に
耐
え
て
じ
っ
と
立
ち
続
け
て
い
る
建
物
の
た
た
ず
ま
い
に
立

ち
会
い
、
そ
れ
を
見
守
る
と
い
う
経
験
。
そ
の
一
つ
一
つ
が
、
物
の
物
た
る
ゆ
え
ん
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
物
」
論
で
、
西
洋
語
の
「
も
の
（res, thing, chose, D

ing

）」
に
語
源
的
解
釈
を
施
し
つ
つ
、「
も
の
」
に
固
有
な

は
た
ら
き
で
あ
る
「
物
化
（D

ingen

）」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る）

54
（

。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
「
取
り
集
め
る
こ
と
（Versam

m
lung

）」
を

謂
う
。
そ
の
場
合
、
物
は
何
を
取
り
集
め
る
の
か
と
言
え
ば
、「
天
空
」
と
「
大
地
」、「
神
的
な
者
た
ち
」
と
「
死
す
べ
き
者
た
ち
」
か

ら
な
る
「
四
者
」
を
、
で
あ
る
。
個
々
の
物
た
ち
に
、
世
界
の
広
が
り
と
奥
行
き
を
な
す
全
体
が
そ
の
関
係
性
と
も
ど
も
、「
や
ど
り
」、

「
こ
も
る
」
の
だ
、
と
い
う
。
で
は
こ
れ
を
か
り
に
、
書
物
と
い
う
物
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
一
つ
具

体
例
を
挙
げ
よ
う
。

献
本
礼
状
を
書
こ
う
と
『
西
洋
哲
学
史
Ⅳ
』
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
た
ら
、
小
田
部
胤
久
の
論
文
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
へ
」
末
尾
の
「
参
考
文
献
」
の
項
に
、
次
の
説
明
が
あ
る
の
が
目
に
と
ま
っ
た
。



―17―

「
山
本
信
『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
年
）

　

戦
後
日
本
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
の
基
礎
を
な
し
た
も
の
で
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
著
者
二
〇
歳
代
の
著
作
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
は
故
廣
松
渉
所
蔵
の
本
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
お
び
た
だ
し
い
書
き
込
み
が
あ
る
。
お
そ

ら
く
は
廣
松
が
最
も
愛
読
し
た
和
書
の
一
つ
。）55
（

」

や
や
異
例
の
文
献
案
内
で
あ
る
。
ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
は
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
の
内
容
に
関
心
を
惹
か
れ
る
と
、
近
く
の
図
書
館

の
蔵
書
を
検
索
し
、
あ
れ
ば
そ
れ
を
借
り
て
読
む
。
そ
れ
が
、
通
例
の
本
と
の
出
会
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
特

定
の
図
書
館
の
書
庫
奥
深
く
に
今
日
収
ま
っ
て
い
る
、
世
界
に
一
冊
し
か
な
い
、
往
年
の
個
人
蔵
書
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の

書
物
は
、
原
著
者
と
は
別
の
、
と
っ
く
の
昔
に
死
ん
だ
一
読
者
が
、
か
つ
て
繰
り
返
し
読
み
、
あ
ち
こ
ち
盛
ん
に
書
き
込
み
を
残
し
た
、

六
十
年
前
の
う
す
汚
い
本
な
の
で
あ
る
。
或
る
時
期
ま
で
は
、
所
有
者
の
書
斎
の
本
棚
に
大
事
に
保
管
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の

「
物
」
は
、
他
の
蔵
書
と
も
ど
も
、
所
有
者
の
没
後
、
処
分
さ
れ
る
憂
き
目
を
運
よ
く
免
れ
、
所
有
者
が
長
年
務
め
た
大
学
図
書
館
に
寄

贈
さ
れ
た
。
著
名
人
の
書
き
込
み
所
蔵
本
だ
が
、
幸
い
閲
覧
禁
止
に
は
な
ら
ず
書
架
か
ら
取
り
出
し
て
繙
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
一
定
の

手
続
き
を
踏
め
ば
借
り
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
本
に
、
今
日
の
、
ま
た
将
来
の
読
者
は
、
何
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
か
。

古
書
特
有
の
埃
臭
い
匂
い
や
古
紙
の
ザ
ラ
ザ
ラ
す
る
手
触
り
か
ら
立
ち
昇
っ
て
く
る
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
戦
後
日
本
の
哲
学
界
に
現

わ
れ
た
新
星
に
よ
る
体
系
的
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
の
水
準
の
高
さ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
書
を
買
い
求
め
、
む

さ
ぼ
る
よ
う
に
読
み
耽
っ
た
著
者
の
愛
弟
子
の
若
き
日
の
ひ
そ
や
か
な
知
的
格
闘
。
師
弟
間
の
交
わ
り
の
情
愛
深
さ
と
、
哲
学
的
雌
雄
対

決
の
苛
烈
さ
。
そ
こ
に
切
り
拓
か
れ
た
戦
後
日
本
哲
学
史
の
地
平
。
そ
れ
ら
の
片
鱗
の
一
つ
一
つ
が
、
一
冊
の
古
本
に
、
や
ど
り
、
こ
も
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り
、
み
な
ぎ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
し
て
重
く
は
な
い
そ
の
物
は
、
現
存
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
出
来
事
の
一
切
を
ど
っ
し
り
と
「
や

ど
ら
せ
続
け
て
い
る
（verw

eilen

）
）
56
（

」。

そ
の
書
物
を
後
続
の
世
代
の
人
が
手
に
と
り
、
頁
を
開
く
こ
と
は
、
既
在
の
原
著
者
や
愛
蔵
者
と
、
未
来
の
読
者
が
め
ぐ
り
合
い
、
語

り
合
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
始
ま
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
物
を
介
し
て
、
人
び
と
が
出
会
い
、
出
来
事
が

生
じ
、
物
語
が
生
ま
れ
る
。
個
々
の
物
は
、
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
将
来
に
こ
の
世
に
起
こ
る
関
係
性
の
端
々
を
、
ま
さ
し
く
「
取
り
集

め
る
」。

こ
れ
は
、
知
的
世
界
だ
け
で
起
こ
る
話
で
は
な
い
。
何
で
あ
れ
、
人
と
人
と
の
間
に
出
来
事
が
生
じ
、
歴
史
と
な
る
と
き
、
そ
れ
を
や

ど
ら
せ
る
「
物
」
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
関
係
性
の
結
節
点
と
し
て
、
物
が
「
物
を
言
う
」。
そ
れ
を
「
物
化
」
と
言
う
と

す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
「
取
り
集
め
る
」
は
た
ら
き
あ
っ
て
こ
そ
、
人
間
世
界
は
成
り
立
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
物
象
化
的
錯

視
」
な
ど
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
こ
の
世
た
る
ゆ
え
ん
、
世
界
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
な
の
で
あ
る
。

後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
物
へ
の
問
い
」
は
、『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
道
具
全
体
性
の
指
示
連
関
分
析
の
行
き
着
い
た
先
で
あ
っ
た
。

「
物
化
」
の
は
た
ら
き
は
、
物
と
世
界
、
つ
ま
り
実
体
性
と
関
係
性
と
が
相
即
し
、
呼
応
す
る
こ
と
を
物
語
る
。
か
く
し
て
物
は
「
復
権
」

さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
未
完
に
終
わ
っ
た
廣
松
哲
学
も
、
そ
の
よ
う
な
物
へ
の
「
転
回
」
を
秘
め
て
い
た
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。

ア
ー
レ
ン
ト
に
お
け
る
「
物
」
と
「
事
」

「
日
本
語
で
考
え
る
」
こ
と
は
、
や
ま
と
言
葉
で
考
え
る
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
が
、
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
考
え

て
い
る
人
自
身
が
負
う
て
い
る
思
想
的
源
泉
を
、
問
わ
ず
語
り
す
る
こ
と
で
は
あ
る）

57
（

。
だ
か
ら
、
西
洋
哲
学
に
な
じ
ん
で
き
た
者
で
あ
れ



―19―

ば
、
そ
の
知
的
伝
統
へ
の
依
存
の
ほ
ど
を
か
え
っ
て
白
日
の
下
に
晒
す
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
も
そ
の
依
存
は
、
避
け
る
べ
き
も
の
で

も
、
国
粋
化
の
た
め
に
根
絶
す
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
当
人
が
自
覚
的
に
引
き
受
け
、
深
化
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
思
考
は
ロ
ー
カ
ル
で
あ
り
つ
つ
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
ル
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
普
遍
性
を
排
斥
す
る
国
粋
思
想
は
非
哲

学
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、「
も
の
」
や
「
こ
と
」
に
つ
い
て
日
本
の
哲
学
者
た
ち
が
口
々
に
語
っ
て
い
る
そ
の
背
後
で
西
洋
存
在
論
の
歴
史
的
動
向

が
支
配
を
ふ
る
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
脱
出
す
べ
き
隷
属
状
態
で
は
な
く
、
そ
れ
に
乗
じ
て
ま
さ
に
「
日
本
語
で
存
在
論
す

る
」
可
能
性
が
指
し
示
さ
れ
る
積
極
的
な
何
か
な
の
で
あ
る
。
日
本
語
特
有
の
語
彙
や
言
葉
遣
い
の
う
ち
に
普
遍
的
な
哲
学
的
問
題
を
解

き
ほ
ぐ
す
絶
好
の
ヒ
ン
ト
が
眠
っ
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
る
の
は
、
喜
ば
し
い
発
見
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
発
見
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
顧
み
る
に
値
す
る
事
例
が
あ
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
存
在
論
的
区
別
立
て
を
再
考
す
る
う
え

で
、
日
本
語
の
言
い
回
し
を
援
用
す
る
こ
と
が
好
適
な
の
で
あ
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
「
活
動
的
生
（vita activa
）」
を
、「
労
働
・
労
苦
（labor, A

rbeit

）」、「
仕
事
（w

ork

）・
制
作
（H

erstellen

）」、

「
活
動
（action

）・
行
為
（H

andeln

）」
の
三
つ
に
区
分
し
、
人
間
の
「
活
動
的
あ
り
方
（activities, Tätigkeiten

）」
の
根
本
分
節
と

す
る
。『
人
間
の
条
件
』
―
ド
イ
ツ
語
版
で
は
『
活
動
的
生
』
―
の
主
要
部
を
な
す
三
章
は
、
こ
の
三
種
の
あ
り
方
に
応
じ
て
並
置
さ

せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
区
別
は
あ
ち
こ
ち
で
不
評
を
買
っ
て
い
る
。
曰
く
、「
現
代
で
は
、
労
働
と
仕
事
は
区
別
で
き
な
い
」。
曰

く
、「
労
働
を
仕
事
や
活
動
か
ら
切
り
離
す
こ
と
自
体
、
許
し
が
た
い
」。
曰
く
、「
労
働
で
も
仕
事
で
も
な
い
活
動
と
は
何
な
の
か
、
イ

メ
ー
ジ
で
き
な
い
」。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
根
本
分
節
を
曖
昧
に
し
、
あ
わ
よ
く
ば
廃
棄
す
る
こ
と
を
組
織
的
に
や
っ
て
き
た

時
代
こ
そ
近
代
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
以
上
、
そ
の
「
時
潮
」
に
逆
ら
っ
て
三
区
分
を
明
確
化
す
る
試
み
が
、
反
発
を
買
う
こ
と
は
目
に

見
え
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
を
読
も
う
と
す
る
者
は
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
区
別
立
て
は
恐
ろ
し
く
「
反
時
代
的
」
な
の
で
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あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
山
本
の
実
体
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。

根
っ
か
ら
の
天
の
邪
鬼
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
し
か
し
そ
ん
な
劣
勢
を
気
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
自
説
に
は
歴
然
と
し
た
「
証
拠
」
が
あ

る
、
と
豪
語
す
る
。
な
る
ほ
ど
「
仕

ポ
イ
エ
ー
シ
ス事
」
と
「
活プ
ラ
ク
シ
ス動
」
の
区
別
の
場
合
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
権
威
が
あ
る
（
こ
れ
を
引
き
合

い
に
出
す
こ
と
自
体
、
反
発
を
買
い
や
す
い
の
だ
が
）。
こ
れ
に
対
し
、「
労
働
」
と
「
仕
事
」
と
い
う
独
自
の
区
分
の
ほ
う
は
、
理
論
的

に
は
依
拠
で
き
る
先
例
が
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
ち
ら
に
も
証
人
が
い
る
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
言
う
。
そ
れ
は
、
日
常
の
言
葉
遣
い

で
あ
る
。「
労
働
」
と
「
仕
事
」
に
相
当
す
る
言
葉
は
、「
古
今
の
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
」
に
も
併
存
し
て
お
り
、
語
彙
か
ら
し
て
こ
の
区

別
は
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る）

58
（

。
な
る
ほ
ど
、labor

に
は
、「
労
苦
」「
苦
役
」
と
い
う
意
味
が
つ
い
て
回
り
、w

ork

と
い
う

語
は
、
制
作
す
る
営
み
と
い
う
よ
り
、
制
作
さ
れ
て
出
来
た
産
物
を
表
わ
す
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
「
事
実
」
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
主

張
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
で
は
、
日
本
語
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
労
働
」「
労
苦
」
も
、「
仕
事
」「
制
作
」
も
、「
活
動
」「
行
為
」
も
、
立
派
な
日
本
語
で
あ
り
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
活
か
し
て
哲
学

す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
（
と
り
わ
け
「
仕
事
」
は
熟
考
に
値
す
る）

59
（

）。
し
か
し
今
は
、
あ
え
て
「
や
ま
と
言
葉
」
で
考
え
て
み
よ

う
。
三
者
は
さ
し
あ
た
り
、「
は
た
ら
く
」、「
つ
く
る
」、「
な
す
」
と
和
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
日
本
語
の
言
葉
遣
い
を
勘
案

す
る
と
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
う
訳
す
こ
と
が
で
き
る

―「
懸
命
に
働
く
」、「
物
を
作
る
」、「
事
を
為
す
」。

「
は
た
ら
く
」
は
、「
自
動
詞
」
で
あ
っ
て
（
和
語
に
そ
う
い
う
言
い
方
を
当
て
は
め
て
よ
い
と
し
て
）、
目
的
語
を
取
ら
な
い）

60
（

。
そ
こ

で
、
ア
ー
レ
ン
ト
がlabor

に
込
め
よ
う
と
し
た
「
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
必
死
さ
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
あ
え
て
付
加
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
懸

命
に
働
く
」
と
な
る
。
労
働
に
お
い
て
は
産
物
よ
り
も
営
為
そ
の
も
の
に
重
き
が
置
か
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
。

「
つ
く
る
」
は
、「
作
る
」
の
ほ
か
、「
造
る
」「
創
る
」
と
も
表
記
で
き
る
が
、
一
番
ふ
つ
う
の
表
現
を
採
用
し
、
か
つ
「
物
」
と
い
う

目
的
語
を
添
え
よ
う
。
こ
こ
で
の
「
物
」
は
、
最
広
義
の
存
在
者
一
般
と
い
う
よ
り
、
作
ら
れ
た
物
、
作
品
、
つ
ま
り
「
も
の
づ
く
り
」
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の
産
物
、
の
こ
と
で
あ
る
。

「
な
す
」
は
、「
す
る
」
や
「
お
こ
な
う
」
で
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
事
を
為
す
」
が
一
番
ぴ
っ
た
り
く
る
。
何
を
し
て
も
お
こ

な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く

―
そ
れ
だ
っ
た
ら
「
は
た
ら
く
」
で
も
「
つ
く
る
」
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う

―
、「
何
事
か
」
と

言
え
る
よ
う
な
「
大
事
」
を
、
行
為
者
た
ち
が
協
働
し
て
公
然
と
為
し
遂
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
び
と
が
し
で
か

し
、
そ
こ
に
起
こ
っ
た
事
柄
が
、
一
個
の
「
出
来
事
」
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

「
懸
命
に
働
く
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
労
働
に
お
い
て
は
産
物
よ
り
も
生
命
維
持
活
動
の
ほ
う
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ

る
。
日
本
語
翻
案
上
の
こ
の
利
点
に
も
増
し
て
重
要
な
の
は
、「
物
を
作
る
」
と
「
事
を
為
す
」
の
対
照
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

に
よ
っ
て
、w

ork

とaction
の
区
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
特
性
と
と
も
に
明
示
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、「
も
の
」
と
「
こ
と
」
と
い
う

日
本
語
の
区
別
が
、
新
し
い
相
貌
の
下
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
。
以
下
、
テ
ー
ゼ
ふ
う
に
記
し
て
お
こ
う
。

1
．
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
労
働
／
仕
事
／
活
動
」
の
区
別
は
、
存
在
論
的
射
程
を
も
つ
。
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
活
動
的
あ
り
方
の
分
節
で

あ
る
う
え
に
、
お
の
お
の
の
相
関
者
の
領
域
区
分
を
も
含
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
作
る
」
こ
と
に
は
「
物
」
つ
ま
り
人
工
物
が
、「
為
す
」

こ
と
に
は
「
事
」
つ
ま
り
人
間
事
象
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
関
的
で
あ
る
。
こ
の
両
領
域
か
ら
成
り
立
つ
の
が
、「
世
界
」
で
あ
る
。
こ
の
世

0

0

0

は
物
と
事
か
ら
成
り
立
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
つ
ま
り
、
物も
の

的
世
界
と
事こ
と

的
世
界
が
と
も
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
な
す
。
こ
れ
に
対
し
、「
懸
命
に
働
く
」
こ

と
に
は
「
相
関
者
」
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
。
労
働
が
相
手
ど
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
「
自
然
」

と
い
う
存
在
領
域
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
生
命
を
気
遣
っ
て
労
働
す
る
か
ぎ
り
で
の
人
間
自
身
が
、
当
の
自
然
の
一
部
を
な
す
。
汗
水

垂
ら
し
て
必
死
に
働
く
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
的
存
在
者
と
し
て
自
然
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
が
好
ん
で
使
う
マ
ル
ク
ス

の
用
語
で
は
、
自
然
と
の
「
新
陳
代
謝
（m

etabolism

）・
物
質
交
替
（Sto�w

echsel

）」
が
こ
れ
に
当
た
る
。

2
．
ア
ー
レ
ン
ト
の
制
作
論
と
は
、「
も
の
づ
く
り
」
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
物
化
（rei�cation, Verdinglichung

）」
が
、
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存
在
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
正
面
か
ら
語
ら
れ
る
。
大
自
然
と
比
べ
れ
ば
作
ら
れ
た
物
な
ど
取
る
に
足
ら
な
い
、
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
あ
え
て
人
工
物
に
焦
点
を
当
て
て
一
種
の
領
域
的
存
在
論
を
企
て
る
こ
と
は
、
や
は
り
重
要
で
あ
ろ
う
。
人
為
の
所
産

に
つ
い
て
考
え
る
な
ど
瑣
末
だ

―
芸
術
作
品
論
は
別
格
と
し
て
も

―
と
見
な
す
の
は
、
古
来
の
職
工
蔑
視
に
な
お
囚
わ
れ
た
レ
ッ
テ

ル
貼
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
存
在
と
時
間
』
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
具
分
析
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
卑
近
な
日
常
性
に
こ
だ
わ
っ
て
哲

学
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
示
し
た
点
で
画
期
的
だ
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
後
期
の
「
物
」
論
に
も
言
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

存
在
論
の
出
発
点
は
、
も
と
は
と
言
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
存
在
概
念
が
、「
作
ら
れ
た
物
」
と
い
う
意
味
地
平
か
ら
出
発
し
て

い
た
、
と
す
る
着
想
に
あ
っ
た
。「
技
術
へ
の
問
い
」
も
そ
こ
に
由
来
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。『
人
間
の
条
件
』
のw

ork

論

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
「〈
制
作
さ
れ
た
も
の
〉
と
し
て
の
存
在
」
論
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
存
在
論
的
底
意
を
も
つ
。

3
．
活
動
に
よ
っ
て
生
起
す
る
の
が
、「
出
来
‐
事
」
で
あ
る
。
日
本
語
の
「
も
の
」
の
奥
義
に
深
入
り
す
る
こ
と
な
く
「
も
の
づ
く

り
の
哲
学
」
を
展
開
で
き
る
の
と
同
様
、「
事
を
為
す
」
と
い
う
限
定
に
導
か
れ
て
は
じ
め
て
、
日
本
語
の
「
こ
と
」
の
広
大
す
ぎ
る
裾

野
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
「
出
来
事
に
つ
い
て
の
思
索
」
を
企
て
る
こ
と
が
で
き
る
。Ereignis

と
い
う
ド
イ
ツ
語
へ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

執
着
に
本
邦
の
学
者
が
付
き
合
っ
て
き
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ご
く
わ
ず
か
で
も
「
出
来
事
」
に
傾
け
る
な
ら
、
日
本
語
に
よ
る
「
哲
学
へ
の

寄
与
」
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の
「
事
」
と
は
、
廣
松
の
言
う
意
味
で
の
「
関
係
の
第
一
次
性
」
が
ま
さ
に
当
て
は

ま
る
、
非
物
象
的
な
「
事
象
・
関
心
事
（a�airs, A

ngelegenheiten

）」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
事
」
の
存
在
論
的
位
格
を
大
袈
裟
に

事
挙
げ
す
る
必
要
は
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
人
間
関
係
の
網
の
目
（w

eb

）」
つ
ま
り
俗
世
の
し
が
ら
み
が
、
こ
の
場
合
の
「
思
索
の

事
柄
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
世
の
中
に
は
人
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、
押
し
合
い
へ
し
合
い
し
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
が
結
ば
れ
、
の
っ
ぴ

き
な
ら
ぬ
間
柄
が
出
来
し
て
は
、
物
語
が
紡
が
れ
、
歴
史
が
稔
っ
て
ゆ
く
。
世
界
内
存
在
、
歴
史
内
存
在
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
丸
ご
と

の
世
俗
的
生
が
、「
事
」
の
内
実
を
な
す
の
で
あ
る
。
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思
え
ば
、
廣
松
が
『
存
在
と
意
味
』
第
二
巻
以
降
で
主
題
化
せ
ん
と
し
惜
し
く
も
半
ば
に
終
わ
っ
た
「
間
主
体
的
な
実
践
的
連
関
態
）
61
（

」

と
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
「
人
間
関
係
の
網
の
目
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
、
こ
の
世
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
こ
と
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
和
辻
が
「
実
践
的
行
為
的
連
関
」
と
名
付
け
た
の
も
、
こ
れ
と
別
物
で
は
な
か
っ
た）

62
（

。
だ
と
す
れ
ば
、「
事
を

為
す
」
の
哲
学
は
、「
日
本
語
で
存
在
論
す
る
」
可
能
性
を

―
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
日
本
語
で
革
命
論
す
る
」
可
能
性
を

―
を
、
指
し

示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
さ
い
、
肝
に
銘
じ
て
お
き
た
い
一
事
が
あ
る
。「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
存
在
論
的
区
分
は
、
ど
ち
ら
も
等
し
く
根
源
的

0

0

0

0

0

0

で

あ
っ
て
、
等
根
源
的
な
諸
原
理
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
「
第
一
次
的
」
と
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

付
記

―
本
稿
は
、「
土
井
道
子
記
念
京
都
哲
学
基
金
主
催
平
成
二
四
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

日
本
語
で
考
え
る

―
言
葉
と
日
本
思
想

―
」（
於
京
都

ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
）
に
て
二
〇
一
二
年
九
月
一
二
日
に
行
な
っ
た
講
演
「〈
も
の
〉
に
つ
い
て
」
の
原
稿
に
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
招
き
く
だ

さ
っ
た
氣
多
雅
子
氏
、
藤
田
正
勝
氏
、
司
会
を
担
当
さ
れ
た
加
國
尚
志
氏
、
ご
意
見
を
賜
わ
っ
た
上
田
閑
照
、
長
谷
正
當
の
両
先
生
に
、
こ
の
場
を
借

り
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

注

（
1
） 

「
物
と
事
と
の
存
在
的
区
別

―
語
法
を
手
掛
り
に
し
て
の
予
備
作
業
」（
一
九
七
五
年
）、
廣
松
渉
『
も
の
・
こ
と
・
こ
と
ば
』
勁
草
書
房
、

一
九
七
九
年
（
廣
松
渉
著
作
集
第
一
巻
に
収
録
の
ほ
か
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
で
も
再
刊
）
所
収
。

（
2
） 

「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
差
異
を

―
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
を
踏
ま
え
て

―
精
神
病
理
に
適
用
し
た
、
廣
松
と
同
時
代
の
研
究
と
し
て
、
木
村
敏

の
仕
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
3
） 

「
物
と
事
と
の
存
在
的
区
別
」
四
二
頁
。
廣
松
は
、
和
辻
の
「
先
行
研
究
」
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
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（
4
） 

「「
も
の
」
と
「
こ
と
」
に
よ
せ
て
」、『
出
隆
著
作
集　

第
4
巻　

パ
ン
セ
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
三
年
、
所
収
、
五
九
頁
。

（
5
） 

「「
も
の
」
と
「
こ
と
」
に
よ
せ
て
」
六
〇
頁
。

（
6
） 
「「
も
の
」
と
「
こ
と
」
に
よ
せ
て
」
六
二
頁
以
下
。

（
7
） 
「「
も
の
」
と
「
こ
と
」
に
よ
せ
て
」
六
五
頁
。

（
8
） 
廣
松
渉
『
存
在
と
意
味
』
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
、
ⅷ
頁
。
檜
垣
立
哉
も
、
廣
松
は
「
案
外
時
代
の
申
し
子
で
あ
っ
た
」
し
、「「
現
代
思
想
」

の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
」
と
し
て
い
る
（「
日
本
哲
学
史
の
な
か
の
廣
松
渉
」、『
思
想
』
第
一
〇
六
四
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
一
二
月
、
所
収
、
七
六
頁
、
九
〇
頁
）。

（
9
） 

池
上
鎌
三
（
一
九
〇
〇
-一
九
五
六
年
）
は
、
主
著
『
知
識
哲
学
原
理
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
）
に
お
い
て
、
知
識
を
「
三
肢
的
構
造
」
―「
或

る
も
の
が
或
る
も
の
を
或
る
も
の
と
し
て
知
る
」（
一
四
五
頁
）

―
に
お
い
て
捉
え
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
「
意
識
聯
關
」「
宇
宙
聯
關
」「
意
味
」
の

契
機
に
加
え
て
「
根
源
的
有
意
義
性
」
を
伴
っ
た
「
四
肢
的
構
造
」
に
お
い
て
こ
そ
、
真
に
具
体
的
な
知
識
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し

た
（
一
八
六
頁
以
下
）。
廣
松
は
、
池
上
の
急
逝
に
よ
り
師
弟
関
係
を
結
べ
な
か
っ
た
が
、
修
学
時
代
に
池
上
の
著
作
を
愛
読
し
た
と
い
う
。
加
藤

尚
武
「
日
本
思
想
と
歴
史
の
未
来
像
」、
加
藤
尚
武
編
『
他
者
を
負
わ
さ
れ
た
自
我
知

―
近
代
日
本
に
お
け
る
倫
理
意
識
の
軌
跡
』
晃
洋
書
房
、

二
〇
〇
三
年
、
所
収
、
二
三
七
頁
以
下
を
参
照
（
熊
野
純
彦
『
戦
後
思
想
の
一
断
面

―
哲
学
者
廣
松
渉
の
軌
跡
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
〇
四
年
、
五
八
頁
以
下
の
指
摘
に
よ
る
）。

（
10
） 

「
純
粋
の
唯
物
論
者
と
言
わ
れ
る
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
、
ま
っ
た
く
「
物
」
の
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
「
空
虚
」
と
い
う
も
の

0

0

の
存
在

0

0

を
認
め
、
こ
う

し
た
唯
物
論
的
発
想
に
抵
抗
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
空
虚
を
、「
も
の
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
理
由
で
否
定
し
た
」
の
は
、「
確
か
に
ち
ょ
っ

と
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
」（
村
上
陽
一
郎
『
西
欧
近
代
科
学　

そ
の
自
然
観
の
歴
史
と
構
造
』
新
曜
社
、
一
九
七
一
年
、
二
三
九
頁
以
下
、
強
調
は

原
文
）。

（
11
） 

古
今
の
原
子
論
と
そ
の
射
程
に
関
し
て
は
、
拙
著
『
死
を
超
え
る
も
の　

3
・
11
以
後
の
哲
学
の
可
能
性
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）

第
二
部
を
参
照
。

（
12
） V

gl. M
. H

eidegger, Sein und Zeit (1927), 15.Au�., N
iem

eyer, 1979, S.88.

（
13
） V

gl. Sein und Zeit, S.437.

（
14
） V

gl. Sein und Zeit, S.322.

（
15
） 

坂
部
恵
「
解
説
」、『
廣
松
渉
著
作
集　

第
十
五
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
所
収
。
廣
松
の
「
心
く
ば
り
も
含
羞
も
、
と
き
に
鎧
を
お
も
わ

せ
る
文
体
も
皆
」、
個
人
に
画
一
性
を
押
し
つ
け
て
く
る
社
会
を
「
居
心
地
悪
く
感
ず
る
こ
と
を
い
わ
ば
原
動
力
と
し
て
生
き
、
思
索
し
て
い
た
」

か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
は
（
五
七
八
頁
）、
興
味
深
い
。

（
16
） 

「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」、『
坂
部
恵
集
3　

共
存
・
あ
わ
い
の
ポ
エ
ジ
ー
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
、
三
四
五
頁
。

（
17
） 

「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
四
六
頁
。
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（
18
） 

「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
四
七
頁
。

（
19
） 

「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
五
四
頁
。

（
20
） 
「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
四
九
頁
以
下
。

（
21
） 
「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
五
三
頁
以
下
。
後
出
注
37
参
照
。

（
22
） 
「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
五
一
頁
。
折
口
は
、「
も
の
」
よ
り
い
っ
そ
う
本
源
的
な
の
が
「
た
ま
」
だ
と
し
て
い
る
。「
霊
魂
は
た
ま

0

0

で
あ
り
、

今
所
謂
た
ま
し
い

0

0

0

0

は
も
と
霊
魂
の
作
用
で
あ
る
。
た
ま

0

0

は
霊
体
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
露
出
せ
ず
、
も
の
に
内
在
し
て
い
る
。
そ
う
言
う
時
、

霊
を
つ
つ
ん
で
い
る
も
の
を
も
た
ま

0

0

と
言
う
。〔
…
〕
之
が
つ
つ
ま
れ
た
も
の
か
ら
出
る
時
は
、
多
少
と
も
霊
魂
と
し
て
の
機
能
を
発
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
、
之
が
人
体
に
入
る
の
を
通
常
と
す
る
。
同
様
の
も
の
で
、
此
信
仰
が
諸
物
崇
拝
に
よ
っ
て
現
れ
た
の
が
も
の

0

0

で
あ
る
。
之
は
自
由

に
人
身
に
入
り
易
い
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
も
の
の
け

0

0

0

0

と
言
え
ば
怨
霊
の
意
義
に
用
い
て
い
る
が
、
怨
霊
に
よ
っ
て
起
る
病
気
の
原
因
を
な
す
そ

の
霊
魂
の
義
に
用
い
て
い
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
特
殊
な
も
の
の
外
、
幸
福
の
予
期
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」（「
霊
魂
」、『
折
口
信
夫
全
集　

第
二
十
巻　

神
道
宗
教
篇
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
、
所
収
、
二
一
一
頁
、
強
調
は
原
文
、
仮
名
・
漢
字
表
記
は
改
め
た
）。「
た
ま
」
を
宿

し
て
い
る
の
が
「
も
の
」
で
あ
る
。「
も
の
」
論
は
、「
物
神
崇
拝
」
へ
の
接
近
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
23
） 

「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
六
二
頁
。

（
24
） 

「
こ
と
ば
・
も
の
・
こ
こ
ろ
」
三
五
五
頁
。

（
25
） 

山
本
信
『
形
而
上
学
の
可
能
性
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、
所
収
。
拙
稿
「
性
愛
の
形
而
上
学
の
可
能
性
」（
佐
藤
徹
郎
・
雨
宮
民
雄
・

佐
々
木
能
章
・
黒
崎
政
男
・
森
一
郎
編
『
形
而
上
学
の
可
能
性
を
求
め
て

―
山
本
信
の
哲
学
』
工
作
舎
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
）
参
照
。

（
26
） 

こ
れ
は
、「「
無
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
人
間
学
的
考
察
」
の
締
め
括
り
の
言
葉
で
あ
る
（
一
四
二
頁
）。
山
本
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
研
究
者
で

あ
っ
た
対
話
相
手
の
一
人
、
井
上
忠
（
一
九
二
六
年
-）
に
優
る
と
も
劣
ら
ず
、「
ウ
ー
シ
ア
へ
の
問
い
」
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
ば
り
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と

を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

（
27
） 

山
本
信
「
実
在
と
価
値
」、『
新
・
岩
波
講
座 

哲
学
4　

世
界
と
意
味
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
、
所
収
。
同
書
所
収
の
論
文
「
関
係
の
成
立
」

で
廣
松
は
、「
性
質
」
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
「〝
実
体
〞
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
し
か
る
べ
く
し
て
生
ず
る
物
象
化
的
錯
認
の
一
種
と
見
做
し
、

〝
実
体
〞
と
は
関
係
規
定
の
〝
結
節
〞
と
も
謂
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
主
張
す
る
」（
三
二
一
頁
）
と
し
、「
物
」
に
先
立
つ
「
事
の
根
源
性
」
を
立
言

す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
（
三
一
九
頁
）。
実
体
概
念
の
批
判
を
当
然
視
す
る
こ
の
廣
松
論
文
の
直
後
に
、「
実
体
概
念
の
復
権
」
を
宣
言
す
る

山
本
論
文
が
載
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
よ
う
。「
実
在
と
価
値
」
の
最
後
で
山
本
は
、「
ウ
ー
シ
ア
、
す
な
わ
ち
真
に
実
在
す
る
と
い
う
に
値
す

る
も
の
は
何
か
、
と
問
い
な
お
す
こ
と
」
こ
そ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、「
哲
学
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
（
三
七
六

頁
）。
山
本
哲
学
の
「
ま
す
ら
お
ぶ
り
」
は
こ
こ
に
健
在
で
あ
っ
た
。

（
28
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
五
四
頁
。
山
本
に
よ
る
「
実
体
概
念
の
復
権
」
は
、『
哲
学
の
基
礎
』（
初
版
一
九
八
三
年
）
に
も
、
は
っ
き
り
見
出
さ
れ
る
。

前
掲
拙
論
「
性
愛
の
形
而
上
学
の
可
能
性
」
の
「
二　

実
体
、
主
体
、
身
体
」（『
形
而
上
学
の
可
能
性
を
求
め
て
』
三
二
二
頁
以
下
）
参
照
。
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（
29
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
五
八
頁
。

（
30
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
五
九
頁
以
下
。

（
31
） 
「
実
在
と
価
値
」
三
六
一
頁
。

（
32
） 
「
実
在
と
価
値
」
三
五
六
頁
以
下
。

（
33
） 
「
実
在
と
価
値
」
三
六
二
頁
。
こ
こ
で
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
、
複
数
の
視
点
か
ら
同
一
の
も
の
が
見
ら
れ
る
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
別
の
試
論
で

は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
例
え
ば
こ
の
花
が
、
私
と
他
人
と
の
間
で
同
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
も
の
は
私
だ
け
が
知
覚
し
う
る
も
の

な
の
で
は
な
く
て
、
私
に
も
他
人
に
も
共
通
に

0

0

0

知
覚
さ
れ
指
示
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て

0

0

0

0

0

ま
た

―
そ
し
て
こ
の
一
歩

が
大
事
な
の
で
す
が

―
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
を
知
覚
し
指
示
す
る
私
と
も
他
人
と
も
別
の
何
も
の
か

0

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
に
は
こ
の

こ
と
が
「
実
体
」
と
い
う
言
葉
の
い
ち
ば
ん
原
初
的
な
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
〔
…
〕」（
山
本
信
「「
物
」
と
「
私
」
―
相
補
的
二
元
論
に

つ
い
て

―
」、
前
掲
『
形
而
上
学
の
可
能
性
を
求
め
て
』
所
収
、
四
七
頁
以
下
。
強
調
は
原
文
。
こ
の
論
文
は
、
大
森
や
廣
松
ら
と
の
共
著

『「
心
‐
身
」
の
問
題
』（
山
本
信
、
大
森
荘
蔵
、
井
上
忠
、
黒
田
亘
、
廣
松
渉
著
、
産
業
図
書
、
一
九
八
〇
年
）
の
巻
頭
を
飾
っ
た
）。
相
異
な
る

人
び
と
に
と
っ
て
共
同
的
な
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
共
同
性
ゆ
え
に
こ
そ
、「
共
同
主
観
」
と
は
独
立
に
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
34
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
六
二
頁
。

（
35
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
六
三
頁
。
物
と
身
体
と
の
出
会
い
の
こ
の
相
関
性
を
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
用
語
を
借
用
し
て
表
現
す
れ
ば
、「
生
身
の
あ
り

あ
り
と
し
た
さ
ま
・
有
体
性
（Liebha�igkeit

）」
と
な
る
。

（
36
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
六
三
頁
。

（
37
） 

「
実
在
と
価
値
」
三
六
七
頁
。
山
本
の
こ
の
「〈
も
の
〉
と
し
て
の
身
体
」
論
が
、
前
出
注
21
の
箇
所
で
引
用
し
た
坂
部
の
「
も
の
」
規
定
に
呼
応

し
て
い
る
こ
と
は
、
特
記
さ
れ
て
よ
い
。

（
38
） 

「
身
体
論
」
は
現
代
哲
学
の
お
気
に
入
り
の
テ
ー
マ
だ
が
、
そ
れ
を
「
実
体
論
」
と
し
て
打
ち
出
す
に
は
、
相
当
の
覚
悟
が
い
る
。
あ
く
ま
で
憶
測

だ
が
、
山
本
は
、
自
分
の
師
で
あ
っ
た
池
上
鎌
三
の
「
根
源
的
有
意
義
性
」
の
哲
学
を

―
廣
松
の
よ
う
に
「
間
主
観
性
」
に
お
い
て
で
は
な
く

―
、
実
体
と
し
て
の
身
体
の
「
相
補
的
二
元
性
」
か
ら
復
興
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
も
う
一
つ
、
山
本
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
も
背
景

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
山
本
は
、
受
肉
の
実
存
哲
学
者
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
主
著
『
存
在
と
所
有
』
の
訳
者
で
も
あ
っ
た
。

（
39
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」、『
和
辻
哲
郎
全
集　

第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
五
五
一
頁
。

（
40
） 

「
序
言
」、『
和
辻
哲
郎
全
集　

第
四
巻
』
二
七
六
頁
。
論
文
末
尾
に
は
、「
昭
和
四
〔
一
九
二
九
〕
年
稿
、
十
年
加
筆
」
と
あ
る
（「
日
本
語
と
哲
学

の
問
題
」
五
五
一
頁
）。

（
41
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
三
頁
以
下
。

（
42
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
四
頁
。

（
43
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
五
頁
。
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（
44
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
六
頁
。
強
調
は
原
文
。

（
45
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
六
頁
。

（
46
） 
「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
三
五
頁
。

（
47
） 
民
族
の
精
神
の
現
わ
れ
と
し
て
言
語
を
捉
え
た
フ
ン
ボ
ル
ト
と
異
な
り
、「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
驚
く
べ
き
綿
密
なD

asein

の
存
在
論
的
分
析

に
も
と
づ
い
て
言
語
の
構
造
の
存
在
論
的
存
在
法
的
全
体
を
明
ら
か
に
し
た
と
き
に
は
、
言
語
の
民
族
的
な
相
違
の
ご
と
き
は
全
然
問
題
と
さ
れ

な
か
っ
た
」（「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
〇
七
頁
）。
一
九
二
八
年
の
段
階
で
は
、
そ
う
断
定
し
て
差
し
支
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
「
言
語
の
民
族
的
な
相
違
」
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
る
。

（
48
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
七
頁
。

（
49
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
七
頁
。

（
50
） 

「
日
本
語
と
哲
学
の
問
題
」
五
二
六
頁
。

（
51
） M

. H
eidegger, M

etaphysische Anfangsgründe der Logik im
 Ausgang von Leibniz, G

esam
tausgabe Bd.26, K

losterm
ann, Frankfurt 

a.M
. 1978, S.196�.

『
存
在
と
時
間
』
直
後
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
模
索
の
痕
を
示
す
こ
の
重
要
講
義
を
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
滞
在
中
の
九
鬼
周
造
が
聴

講
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
死
と
誕
生　

ハ
イ
デ
ガ
ー
・
九
鬼
周
造
・
ア
ー
レ
ン
ト
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
52
） V

gl. Sein und Zeit, S.38 u. 436.

（
53
） 

『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
の
「
物
」
論
の
境
涯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
死
を
超
え
る
も
の
』
参
照
。

（
54
） M

. H
eidegger, „Einblick in das w

as ist. Brem
er Vorträge 1949

“, in: Brem
er und Freiburger Vorträge, G

esam
tausgabe Bd.79, 

K
losterm

ann, Frankfurt a. M
. 1994, S.13�.

（
55
） 

神
崎
繁
・
熊
野
純
彦
・
鈴
木
泉
編
『
西
洋
哲
学
史
Ⅳ
』
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
三
頁
。
た
だ
し
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
の
実
物
に

は
、
異
な
る
字
体
の
鉛
筆
書
き
込
み
（
黒
の
ほ
か
、
赤
と
青
の
色
鉛
筆
も
多
い
、
と
き
に
は
万
年
筆
も
）
が
見
ら
れ
、
す
べ
て
廣
松
自
身
の
も
の

で
あ
る
か
は
同
定
で
き
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
概
念
を
山
本
が
論
じ
た
箇
所
に
、
廣
松
が
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
る
様
子
な
の
は
、

師
弟
対
決
が
実
体
概
念
を
主
軸
と
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

（
56
） „Brem

er Vorträge

“, S.12. 

物
が
世
界
を
反
照
さ
せ
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
う
表
現
し
て
い
る
。

（
57
） 

長
谷
川
三
千
子
『
日
本
語
の
哲
学
へ
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
和
辻
の
「
も
の
・
こ
と
」
論
が
、「「
日
本
語
自
身
」
に
即
し
た
て
い

ね
い
な
論
」
で
あ
る
の
に
、「
結
論
の
部
分
に
至
る
と
、
に
わ
か
に
そ
れ
が
、
単
な
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
翻
案
」
に
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す

る
（
同
書
一
三
八
頁
）。

（
58
） H

. A
rendt, �

e H
um

an Condition （1958

）, �
e U

niversity of C
hicago Press, C

hicago &
 London, 1989, p. 80.

（
59
） 

「
仕
‐
事
」
を
、「
為
さ
れ
た
事
」
と
厳
格
に
解
す
れ
ば
、「
事
を
為
す
」
こ
と
の
産
物
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
区
別
の
私
の
日
本

語
翻
案
と
は
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
を
割
り
切
っ
て
「
仕
事
」
をw

ork

の
訳
語
に
使
う
と
す
れ
ば
、
か
な
り
の
程
度
当
て
は
ま
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る
。
西
洋
語
のw

ork, œ
uvre, W

erk

と
同
じ
く
、
日
本
語
の
「
仕
事
」
も
、
制
作
す
る
営
為
の
み
な
ら
ず
、
制
作
さ
れ
て
出
来
た
産
物
を
表
わ

す
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
語
のA

rbeit

に
は
、「
労
作
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、labor

と
違
っ
て
、
産
物
を
意
味

す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
のH

erstellen

だ
と
、
営
為
を
意
味
し
て
も
産
物
は
意
味
し
な
い
（
日
本
語
の
「
制
作
」
と
同
じ
）。

（
60
） 
「
盗
み
（
狼
藉
、
悪
事
）
を
は
た
ら
く
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
。
反
社
会
的
な
「
は
た
ら
き
」
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
他
動
詞
的
用
法
が
あ
る
の
は

面
白
い
。「
人
が
動
く
」
か
ら
来
る
「
働
く
」
こ
と
が
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
言
う
「
労
働
」
よ
り
も
は
る
か
に
広
義
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
懸
命
に
働
く
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
ほ
う
が
、
意
味
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
61
） 

廣
松
渉
『
存
在
と
意
味　

第
二
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
八
八
頁
。

（
62
） 

ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
に
お
け
る
「
人
間
関
係
の
網
の
目
」
と
、
和
辻
『
倫
理
学
』
に
お
け
る
「
実
践
的
行
為
的
連
関
」
の
対
比
に
関
し

て
は
、
以
下
で
論
じ
た
。
森
一
郎
「
人
間
関
係
の
網
の
目
は
、
為
す
す
べ
な
い
も
の
な
の
か

―
日
常
と
偶
然
」（
日
本
倫
理
学
会
編
『
第
六
〇
回

大
会
報
告
集
』
二
〇
〇
九
年
、
五
九
-六
二
頁
）。「
日
常
と
偶
然

―
和
辻
vs
九
鬼
」（
竹
内
整
一
、
田
中
久
文
、
宮
野
真
生
子
、
片
山
洋
之
介
と

の
分
担
執
筆
、
日
本
倫
理
学
会
第
六
〇
回
大
会
主
題
別
討
議
報
告
、
日
本
倫
理
学
会
編
『
倫
理
学
年
報
』
第
五
九
集
、
二
〇
一
〇
年
、
七
二
-八
一

頁
）。

キ
ー
ワ
ー
ド

も
の
、
こ
と
、
廣
松
渉
、
山
本
信
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ア
ー
レ
ン
ト


