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原
子
力
を
め
ぐ
る
思
考
の
可
能
性

―
も
し
く
は
、
い
か
に
し
て
原
子
力
で
哲
学
す
る
か
―

森　
　
　

一　

郎

は
じ
め
に

「
い
か
に
し
て
ハ
ン
マ
ー
で
哲
学
す
る
か
」̶

こ
れ
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
『
偶
像
の
黄
昏
』
に
付
け
た
副
題
で
す
。
哲
学
す
る
に
暴
力
手

段
を
以
て
す
る
と
い
う
発
想
に
は
危
な
っ
か
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
危
険
性
が
「
原
子
力
の
平
和
利

用
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
私
た
ち
は
改
め
て
学
習
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
二
十
世
紀
の
末
人
た
ち
を
震
撼
さ
せ
た
東
京
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件

に
続
い
て
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
地
球
市
民
を
戦
慄
に
陥
れ
た
合
衆
国
同
時
多
発
テ
ロ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
言
論
に
よ
る

説
得
に
代
わ
る
暴
力
に
よ
る
威
嚇
と
い
う
、
由
々
し
き
転
用
問
題
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た）

1
（

。
そ
の
十
年
後
に
わ
れ

わ
れ
は
、
い
っ
そ
う
根
源
的
な
暴
力
転
用
問
題
を
、
二
十
世
紀
の
中
葉
以
来
わ
れ
わ
れ
が
抱
え
込
ん
で
き
た
こ
と
に
、
し
か
も
今
後
も
抱

え
込
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
に
、
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。「
い
か
に
し
て
3
・
11
以
後
／
3
・
11
を
哲
学
的
に
問
う
べ
き
か
」
と
い

う
課
題
に
直
面
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
こ
は
い
っ
そ
う
踏
み
込
ん
で
、「
い
か
に
し
て
原
子
力

0

0

0

で
哲
学
す
る
か
」
と
い
う
問

い
を
あ
え
て
立
て
、
果
た
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
く
と
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

原
子
力
と
い
う
暴
力
手
段
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
初
め
て
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
近
代
の
究
極
の
産
物
で
あ
る
核
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
哲
学
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的
省
察
の
テ
ー
マ
に
据
え
る
と
は
、
近
代
と
い
う
時
代
を
問
い
直
す
こ
と
に
直
結
し
ま
す
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
の
時
代
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
時ア

ク
チ
ュ
ア
ル

局
的
な
も
の
に
、
哲
学
的
な
眼
差
し
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
で
は
そ
れ
は
、
時
間
を
超
越
し
た
も
の
へ
向

か
お
う
と
す
る
「
永
遠
の
哲
学
」
の
理
念
に
反
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
原
子
爆
弾
や
原
子
力
発
電
と
い
っ
た
、
こ
の
う
え
な
く
時
代
的
な

も
の
に
つ
い
て
問
う
こ
と
は
、
自フ

ィ
ジ
カ
ル

然
的
な
も
の
を
超
え
出
て
、
存
在
と
か
真
理
と
か
宇
宙
と
か
神
と
か
い
っ
た
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
て

き
た
形メ

タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス

而
上
学
の
伝
統
に
対
す
る
、
裏
切
り
行
為
な
の
か
。
こ
の
問
い
に
ど
う
答
え
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
分
か
る
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
考
察
が
現
代
に
お
け
る
哲
学
の
可
能
性
そ
の
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
代
を
問
う
と
い
う
主
題
設
定
は
、
い
か

に
し
て
哲
学
的
で
あ
り
う
る
か̶

そ
の
よ
う
な
哲
学
の
自
己
反
省
が
、
現
代
技
術
へ
の
問
い
に
は
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

古
く
て
新
し
い
原
子
論

原
子̶

原
子
力
で
は
な
く̶

に
つ
い
て
哲
学
的
に
語
る
こ
と
は
、
し
か
し
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
代
ギ
リ
シ

ア
に
「
原
子
論
」
が
い
ち
早
く
出
現
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
の
世
界
を
、
所
与
の
感
覚
経
験
か
ら
切
り
離

し
、
極
微
の
構
成
要
素
に
分
解
し
て
は
、「
原
子
（atm

a
）」
と
そ
れ
ら
が
浮
遊
す
る
「
空
虚
（kenon

）」
と
い
う
二
大
説
明
原
理
に

よ
っ
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
、
徹
底
し
て
還
元
主
義
的–
自
然
主
義
的
な
世
界
像
が
、
今
か
ら
二
四
〇
〇
年
以
上
も
昔
に
提
出
さ
れ
た

こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
古
代
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
精
華
、
い
や
「
存
在
・
実
体
（ousia

）」
論
の
絶
頂
と
お
ぼ
し
き
、
こ
の

「
存
在
と
無
」
の
理
説
が
、
創
始
者
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
（
生
没
年
未
詳
）
と
デ
モ
ク
リ
ト
ス
（
紀
元
前
四
六
〇
〜
三
七
〇
頃
）
の
著
作
が
伝

承
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に̶

プ
ラ
ト
ン
と
そ
の
後
裔
に
よ
り
隠
滅
さ
れ
た
疑
い
が
あ
り
ま
す）

2
（

̶

、
哲
学
史
的
に
マ
イ
ナ
ー
視
さ
れ
て

き
た
ツ
ケ
は
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
同
時
代
人
デ
モ
ク
リ
ト
ス
を
、「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
」
に
括
っ
て
済
ま
す
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と
い
っ
た
不
当
に
粗
略
な
扱
い
は
、
も
う
止
め
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

古
代
原
子
論
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
過
激
な
ま
で
に
無
差
別
的
な
統
一
宇
宙
像
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
目
に
映
る
世
界
は
現
わ
れ
て
い
る

が
ま
ま
そ
の
通
り
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
不
可
視
の
最
小
単
位
で
あ
る
無
数
の
原
子
が
虚
空
の
中
で
果
て
し
な
く
離
合
集
散
を
繰
り
返
す

そ
の
運
動
が
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
う
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
火
も
空
気
も
水
も
土
も
、
太
陽
も
月
も
、
ひ
と
し
な
み
に
原
子
か
ら
合
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
魂
も
知
性
も
同
様
で
あ
る
。̶

無
神
論
を
内
蔵
す
る
こ
の
純
正
唯
物
論
が
、
長
ら
く
危
険
思
想
視
さ
れ
た

の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
意
向
と
か
か
わ
り
な
く
、
必
至
だ
っ
た
の
で
す
。

太
陽
を
「
灼
熱
し
た
金
属
の
塊
」
だ
と
し
た
た
め
に
「
不
敬
罪
」
で
訴
え
ら
れ
あ
や
う
く
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
は
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ

ス
（
前
五
〇
〇
〜
四
二
八
頃
）
で
す
が）

3
（

、
そ
の
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
で
も
「
知
性
（nous

）」
は
秩
序
原
理
に
据
え
ら
れ
て
い
ま
し
た）

4
（

。
デ

モ
ク
リ
ト
ス
は
そ
の
精
神
的
実
体
す
ら
、
真
空
中
を
蠢
く
原
子
の
運
動
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
（
前
五
一
五
〜

四
五
〇
頃
）
の
「
存あ

る在
」
ゆ
ず
り
の
永
遠
不
滅
の
完
全
充
実
体
の
措
定
か
ら
し
て
そ
う
で
す
が
、
と
り
わ
け
、「
無な
い

」
を
存
在
論
の
原
理

に
採
用
す
る
と
い
う
大
胆
な
思
弁
は
、
人
間
知
性
の
稀
有
の
勝
利
と
言
う
べ
き
で
す
。
空
虚
と
い
う
い
か
な
る
存
在
者
で
も
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も

ま
た
、
優
れ
た
意
味
で
あ
る

0

0

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
「
あ
る
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
存
在
へ
の
問
い
が
、
こ
こ
に

改
め
て
焚
き
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。

イ
デ
ア
界
を
専
ら
見
つ
め
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ン
と
違
っ
て
、
経
験
世
界
に
哲
学
的
眼
差
し
を
向
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
デ
モ
ク

リ
ト
ス
ら
の
原
子
論
に
幾
度
と
な
く
言
及
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
型
と
デ
モ
ク
リ
ト
ス
型
の
存
在
論
は
、
水
と
油
の

よ
う
に
相
性
の
悪
い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
原
子
論
に
お
け
る
空
虚
＝
真
空
の
想
定
が
検
討
さ
れ

た
う
え
で
却
下
さ
れ
る
『
自
然
学
』
第
四
巻
第
六
〜
九
章
で
す
。̶

原
子
論
者
の
想
定
す
る
真
空
に
お
い
て
、
上
下
の
区
別
は
原
理
的

に
あ
り
え
な
い
。
し
か
る
に
、
上
下
の
区
別
こ
そ
、
自
然
的
運
動
の
原
因
で
あ
り
、
こ
の
区
別
を
抜
き
に
し
て
、
自
然
的
運
動
は
説
明
で
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き
な
い
。
自
然
的
運
動
を
説
明
で
き
な
い
よ
う
な
理
論
は
、
自
然
哲
学
と
し
て
失
格
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
を
説
明
す
る
う
え
で
真

空
を
想
定
す
る
原
子
論
は
、
斥
け
ら
れ
る
べ
き
だ
。̶

こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
い
分
で
す
。
軽
さ
を
も
つ
物
体
は
、
そ
れ
が
本

来
属
す
べ
き
「
場
所
（topos

）」
た
る
上
方
へ
向
か
う
の
に
対
し
、
重
さ
を
も
つ
物
体
は
下
に
落
ち
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
安
ら
う
。
上
下

の
差
別
な
き
真
空
を
想
定
す
る
と
、
こ
の
自
然
本
性
上
の
運
動
の
説
明
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら

0

0

0

真
空
は
存
在
し
な
い
、
と

い
う
の
で
す
。

こ
の
推
論
が
奇
妙
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
の
こ
ち
ら
側
で
物
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
事
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
自
然
本
来

の
場
所
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
赴
く
の
が
自
然
的
運
動
だ
、
な
ど
と
は
近
代
人
は
考
え
ま
せ
ん
。
物
体
は
た
だ
無
差
別
に
、
万
有

引
力
の
法
則
に
従
っ
て
空
間
の
中
を
運
動
す
る
と
説
明
す
る
の
が
自
然
科
学
だ
、
と
教
わ
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
、
ま
た
歴
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
は
、
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
経
験
世
界
の
住
人
た
る
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
も
、
蓋
や
栓
を
外
す
の
に
苦
労
し
た
り
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
の
空
白
を
居
心
地
悪
く
思
っ
た
り
す
る
日
常
経
験
に
お
い
て
は
、「
自

然
は
真
空
を
嫌
う
」
の
ほ
う
が
実
感
に
近
く
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
絶
対
無
を
置
き
据
え
る
理
論
構
築
の
ほ
う
が
む
し
ろ
不
自
然
で
す
。

ど
ち
ら
の
立
場
に
与
す
る
か
は
別
と
し
て
、
こ
こ
で
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
く
ち
に
「
自
然
・
本
性
（physis

）」
と
い
っ
て
も
、

あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
で
そ
の
意
味
が
ま
る
で
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

古
代
存
在
論
の
達
成
た
る
原
子
論
が
、
当
時
は
、
最
高
度
に
抽
象
的
な
「
純
粋
理
論
（theōria

）」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子
論
が
ど
う
見
て
も
実
証
不
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
サ
モ
ス
の
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
（
前
三
一
〇
〜
二
三
〇
頃
）

の
唱
え
た
太
陽
中
心
説
が
、
当
時
と
し
て
は
空
理
空
論
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
と
同
様
で
す
。
と
は
い
え
、
古
代
原
子
論
は
、
古
代

地
動
説
と
は
違
っ
て
、
早
く
も
一
定
の
支
持
者
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
説
を
引
き
継
い
だ
エ
ピ
ク
ロ
ス
（
前
三
四
二

〜
二
七
〇
頃
）
は
、
三
百
冊
も
の
本
を
書
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
が）

5
（

、
若
干
の
手
紙
と
断
片
以
外
は
、
こ
れ
ま
た
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
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た
。
し
か
し
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
伝
わ
り
、
な
か
ん
ず
く
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
（
前
九
四
〜
五
五
頃
）
の
哲
学
詩
『
物
の

本
性
に
つ
い
て
（D

e rerum
 natura

）』
を
結
晶
さ
せ
ま
す
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
中
世
に
お
け
る
長
い
潜
伏
期
を
経
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス

期
に
再
発
見
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
原
子
論
は
復
活
を
遂
げ
る
の
で
す
。

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
哲
学
者
テ
レ
ジ
オ
（
一
五
〇
九
〜
一
五
八
八
）
は
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
に
倣
っ
た
題
名
の
主
著
『
そ
れ
自
身

の
原
理
に
よ
る
物
の
本
性
に
つ
い
て
（D

e rerum
 natura iuxta propria principia

）』
を
書
き
（
初
版
一
五
六
五
年
）、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
的
な
「
場
所
（locus

）」
と
は
異
な
る
、
物
体
な
し
に
純
然
と
存
在
し
う
る
空
虚
な
「
空
間
（spatium

）」
と
い
う
新
し
い
概
念
を

打
ち
出
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
に
よ
る
受
容
を
経
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
お
い
て
「
絶
対
空
間
」
と
し
て
確
立
さ
れ

る
の
で
す）

6
（

。
そ
の
刻
印
は
、
後
に
カ
ン
ト
の
鋳
造
す
る
先
天
的
直
観
形
式
と
し
て
の
空
間
概
念
に
も
、
色
濃
く
見
出
さ
れ
ま
す
。
概
念
の

彫
琢
に
、
経
験
の
拡
大
も
並
走
し
ま
す
。
ガ
リ
レ
オ
の
弟
子
ト
リ
チ
ェ
リ
が
真
空
の
存
在
を
「
実
証
」
し
、
パ
ス
カ
ル
も
真
空
実
験
に
挑

み
ま
す
。
真
空
と
い
う
無
の
前
に
佇
む
近
代
人
な
ら
で
は
の
恍
惚
と
不
安
は
、
原
子
論
ル
ネ
サ
ン
ス
の
所
産
だ
っ
た
の
で
す
。

虚
空
の
復
活
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
デ
カ
ル
ト
や
ホ
ッ
ブ
ズ
と
親
し
く
交
わ
っ
た
神
学
者
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
（
一
五
九
二
〜
一
六
五
五
）

は
、
筋
金
入
り
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
し
た
。
真
空
を
認
め
な
か
っ
た
デ
カ
ル
ト
も
粒
子
論
的
宇
宙
論
を
展
開
し
ま
す
し
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に

至
っ
て
は
、
原
子
論
に
も
と
づ
く
人
間
論
と
国
家
論
を
大
々
的
に
構
築
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
近
代
原
子
論
成
立
の
立
役
者
ボ

イ
ル
（
一
六
二
七
〜
一
六
九
一
）
の
「
粒
子
哲
学
」
に
触
発
さ
れ
た
ロ
ッ
ク
は
、
伝
統
的
実
体
概
念
批
判
の
狼
煙
を
上
げ
、
他
方
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
れ
に
対
抗
し
て
、
ア
ト
ム
と
異
な
る
「
モ
ナ
ド
」
と
い
う
新
し
い
実
体
概
念
を
導
入
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ル
ネ
サ
ン

ス
以
降
に
甦
っ
た
原
子
論
は
、
近
代
自
然
科
学
の
動
向
を
決
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
近
代
哲
学
を
も
方
向
づ
け
た
の
で
す
。

ラ
ヴ
ワ
ジ
エ
（
一
七
四
三
〜
一
七
九
四
）
や
ド
ル
ト
ン
（
一
七
六
六
〜
一
八
四
四
）
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
近
代
原
子
論
は
、
十
九
世

紀
末
以
降
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
ま
す
。
分
割
し
え
な
い
は
ず
の
原
子
核
の
構
造
に
理
論
的
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
、
つ
い
に
は
、
永
遠
不
変
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の
は
ず
の
単
一
体
に
攻
撃
を
加
え
、
核
分
裂
を
起
こ
さ
せ
る
実
験
が
成
功
を
収
め
る
に
至
り
ま
し
た
。「
物
の
本
性
」
に
つ
い
て
の
存
在

論
的
解
釈
が
、
根
本
的
に
更
新
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
原
子
論
に
と
っ
て
、
終
焉
で
は
な
く
、
大
い
な
る
飛
躍
を
意
味
し
ま
し
た
。

一
九
四
五
年
、
広
島
と
長
崎
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
て
以
降
、「
原
子
力
時
代
」
の
到
来
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
原
爆

製
造
を
可
能
に
し
た
核
物
理
学
が
、
二
十
世
紀
科
学
革
命
の
輝
か
し
い
記
念
碑
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
す
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
で
、
そ
う
し
た
一
連
の
出
来
事
が
、
元
は
と
言
え
ば
、

原
子
論
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
規
定
さ
れ
て
き
た
、
近
代
と
い
う
時
代
の
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
遠
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
そ
の
ル
ー
ツ
は
遡
り
ま
す
。
古
代
原
子
論
者
の
逞
し
い
想
像
力
に
思
い
を
馳
せ
、
近
代
に
お

け
る
そ
の
輝
か
し
い
復
活
と
、
現
代
に
お
け
る
そ
の
凄
ま
じ
き
帰
趨
を
見
据
え
る
の
は̶

プ
ラ
ト
ン
主
義
者
に
は
邪
道
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が̶

「
愉
し
い
学
問
」（
ニ
ー
チ
ェ
）
の
王
道
と
言
っ
て
よ
い
の
で
す
。
原
子
論
の
歴
史
は
、
存
在
論
の
歴
史
の
破
壊
に
と
っ
て
急
所

で
あ
る
と
と
も
に
、
二
十
一
世
紀
の
地
球
市
民
に
と
っ
て
の
必
須
の
教

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
養
な
の
で
す
。

元
素
の
挑
発̶

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
原
子
力
の
問
題
（
そ
の
１
）

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
い
う
哲
学
者
は
、
存
在
論
の
歴
史
の
破
壊
を
志
し
た
こ
と
で
有
名
で
す
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
も
っ
て
標
的
と
さ
れ
た
の

は
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
形
而
上
学
の
伝
統
で
し
た
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
伝
統
の
覆
い
を
撤
去
し
た
あ
と
、
古
代
原
子

論
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
も
し
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
「
存
在
と
無
」
論
の
手
前
に
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の

「
あ
る
は
あ
る
、
な
い
は
な
い
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
を
好
ん
で
論
じ
た
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
は
、
と
り
わ
け
そ
う
い

う
期
待
を
か
け
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
。
し
か
し
実
際
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
古
代
原
子
論
に
触
手
を
動
か
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
近
代

に
お
け
る
そ
の
復
活
に
も
関
心
を
示
し
て
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
伝
統
的
実
体
概
念
に
対
す
る
ロ
ッ
ク
の
批
判
は
、
存
在
論
の
歴
史
の
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う
え
で
決
定
的
に
重
要
で
す
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
史
に
は
登
場
し
ま
せ
ん
。
自
然
科
学
の
興
隆
と
形
而
上
学
の
没
落
に
伴
う
科
学
と

哲
学
の
乖
離
が
、
そ
う
い
う
偏
り
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
問
題
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
さ
す
が
に
一
九
五
〇
年
代
に
な
る
と
、「
原
ア
ト
ム
ツ
ァ
イ
ト

子
力
時ア
ル
タ
ー代
」
と
い
う
時
局
語
を
し
き
り
に
口
に
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
時
流
に
乗
っ
た
と
い
う
よ
り
、
二
十
世
紀
最
大
の
出

エ
ア
ア
イ
グ
ニ
ス

来
事
の
一
つ
を
哲
学
者
が
そ
れ
だ
け
重
視
し
た
と
い
う
こ
と

が
分
か
り
ま
す）

7
（

。
専
門
研
究
者
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
原
子
力
を
め
ぐ
る
思
考
の
可
能
性
を
考
え
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
原
子
力
論
は
、
無
視
で
き
な
い
魅
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
こ
に
は
、
た
ん
な
る
時
事
評
論
に
と
ど
ま
ら
な

い
、
事
象
に
強
い
ら
れ
た
哲
学
的
省
察
の
実
例
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

以
下
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
技
術
論
の
基
本
テ
ク
ス
ト
『
ブ
レ
ー
メ
ン
連
続
講
演　

有
る
と
い
え
る
も
の
へ
の
観
入
』
を
、
主
と
し
て
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す）

8
（

。
一
九
四
九
年
一
二
月
に
行
な
わ
れ
た
こ
の
講
演
に
は
、「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
出
て
き

ま
せ
ん
が）

9
（

、
こ
の
転
用
問
題
に
関
す
る
洞
察
を
見
出
す
こ
と
な
ら
で
き
ま
す
。
原
子
爆
弾
の
爆
発
に
続
い
て
水
素
爆
弾
の
開
発
・
実
験
を

め
ぐ
っ
て
米
ソ
が
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
当
時
、
原
子
力
問
題
と
言
え
ば
た
だ
ち
に
、
そ
の
使
用
が
人
類
絶
滅
を
招
来
し
か
ね
な
い
殺
戮

兵
器
の
こ
と
を
意
味
し
ま
し
た
。
平
和
利
用
と
い
っ
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
踊
ら
さ
れ
て
い
な
い
分
、
か
え
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク

ス
ト
か
ら
、
生
々
し
い
形
で
究
極
的
暴
力
装
置
の
転
用
に
関
す
る
議
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す）

10
（

。

『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
は
、
ま
ず
「
まヒ

ン
ヴえ
おァ
イ
スき
」
で
、「
原
子
爆
弾
」
や
「
水
素
爆
弾
」
と
い
っ
た
話
題
を
前
面
に
出
し
、
人
類
絶
滅
の

危
険
に
触
れ
て
い
ま
す
が
（BFV, S.4

）、
第
一
講
演
「
物
」
で
は
、
日
常
的
な
道
具
で
あ
る
「
瓶
ク
ル
ー
ク」
に
つ
い
て
の
分
析
を
え
ん
え
ん
と
行

な
っ
て
い
ま
す
。
瓶
と
い
う
物
は
、
水
や
ワ
イ
ン
を
注
ぐ
容
器
と
し
て
、
天
空
と
大
地
、
神
々
と
死
す
べ
き
者
た
ち
が
そ
こ
に
宿
り
を
見

出
し
、
集
う
場
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
考
え
だ
け
取
り
出
す
と
、
何
と
も
牧
歌
的
で
す
が
、
じ
つ
は
そ
の
根
底
に
は
、

そ
の
よ
う
な
「
物
」
が
虚
無
化
さ
れ
て
久
し
い
、
と
い
う
時
代
認
識
が
ひ
そ
ん
で
い
ま
す
。「
科
学
的
知
識
は
…
物
を
物
と
し
て
は
と
っ
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く
に
虚
無
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
子
爆
弾
が
爆
発
し
た
時
点
よ
り
も
ず
っ
と
前
か
ら
そ
う
な
の
で
あ
る
」（BFV, S.9

）。

で
は
、「
物
が
虚
無
化
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
と
っ
く
の
昔
か
ら
生
起
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」（ibid.

）
と
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
の
話
な

の
か
。
こ
こ
で
は
明
示
的
に
語
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
別
な
箇
所
で
は
、「
現
代
技
術
の
本
質
が
支
配
を
ふ
る
い
は
じ
め
た
の
は
、

三
五
〇
年
前
に
近
代
自
然
科
学
が
開
始
さ
れ
た
の
と
、
歴
史
的
に
は
同
じ
時
期
で
あ
る
」（BFV, S.43

）
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
づ

け
て
よ
い
な
ら
、
一
六
〇
〇
年
頃
か
ら
、
つ
ま
り
ベ
イ
コ
ン
や
ガ
リ
レ
オ
ら
が
原
子
論
復
活
を
企
て
て
い
た
十
七
世
紀
科
学
革
命
の
初
期

以
来
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、「
空
洞
、
つ
ま
り
瓶
の
こ
の
無
の
部
分
こ
そ
、
納
め
る
は
た
ら
き
を
す
る
容
器
と
し
て
の
瓶
の
本

体
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（BFV, S.7 –8

）
と
述
べ
、「
空
洞
」
と
い
う
「
無
」
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
意
味
深
長
に
思
え
て
き
ま
す
。
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
場
合
「
無
」
を
、
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
積
極
的
」
に
解
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
物
理
学
は
、
空
洞
に
は

空
気
が
充
満
し
て
い
る
と
説
明
す
る
が
、
そ
れ
は
物
を
物
と
し
て
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
空
洞
の
「
納
め
る
は
た
ら
き
」
こ
そ
、

じ
つ
は
「
物
の
物
た
る
ゆ
え
ん
」
な
の
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
物
の
本
体
た
る
「
空
無
」
に
こ
そ
、
天
地
神
人
か
ら
な
る
世
界
全
体
が
取

り
集
め
ら
れ
、
輪
舞
を
踊
っ
て
い
る
の
だ
、
と
す
る
大–

小
照
応
の
宇
宙
観
。
原
子
論
の
テ
ー
ゼ
「
無
も
ま
た
存
在
す
る
」
が
、
こ
こ
で

「
脱
構
築
」
さ
れ
て
い
る
の
で
す）

11
（

。

実
を
言
う
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
四
四
／
四
五
年
冬
に
書
き
記
し
た
『
野
の
道
で
の
対
話
（
ア
ン
キ
バ
シ
エ
ー
）』
で
す
で
に
、

「
瓶
」
を
例
に
し
て
「
物
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
さ
い
モ
テ
ィ
ー
フ
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
や
は

り
「
虚
無
化
・
絶
滅
（Vernichtung

）」
な
の
で
す
。

「
人
間
の
対
象
化
が
自
然
を
見
舞
う
と
き
自
然
が
お
の
ず
か
ら
告
げ
て
く
る
ま
さ
に
当
の
も
の
の
う
ち
に
は
、
技
術
の
攻
撃
に
対
す
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る
ひ
そ
か
な
抵
抗
が
、
お
そ
ら
く
は
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
解
き
放
た
れ
た
自
然
の
威
力

が
、
大
地
を
覆
い
尽
く
す
虚
無
化
過
程
に
お
い
て
す
で
に
吐
き
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す）

12
（

。」

「
技
術
の
攻
撃
に
対
す
る
自
然
の
ひ
そ
か
な
抵
抗
」
の
発
見
が
、「
技
術
的
に
解
き
放
た
れ
、
技
術
的
に
貯
蔵
さ
れ
、
技
術
的
に
操
縦
さ

れ
、
技
術
的
に
照
準
を
合
わ
さ
れ
た
自
然
の
猛
威
に
よ
っ
て
、
今
や
夥
し
い
数
の
人
命
が
抹
殺
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
」 （FG

, S.20

）

を
招
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で
に
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
直
前
に
見
据
え
て
い
ま
し
た
。「
現
代
の
原
子
物
理
学
」（FG

, 

S.53

）
の
動
向
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
見
通
し
が
、
一
九
四
九
年
の
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。
だ
と
す

れ
ば
、「
原
子
爆
弾
と
そ
の
爆
発
」
の
出
来
事
と
「
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
を
抹
殺
」
し
う
る
「
水
素
爆
弾
」
の
潜
在
可
能
性
（BFV, 

S.4

）
へ
の
指
示
で
幕
を
開
け
る
こ
の
講
演
は
、
全
体
と
し
て
、
近
現
代
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
原
子
論
へ
の
哲
学
的
応
答
と
い
う
面
が

あ
る
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
原
子
力
を
め
ぐ
る
思
考
の
可
能
性
」
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
思
っ
て
調
べ
直
し
て
み
る
と
、
こ
の
講
演
に
も
「
原
子
物
理
学
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
し
そ
の
扱
い
は
一
見
そ
っ

け
な
く
見
え
ま
す
。
神
学
が
「
現
代
の
原
子
物
理
学
」
の
成
果
を
借
用
し
て
「
神
の
存
在
証
明
」
を
示
し
た
つ
も
り
に
な
る
の
は
眉
つ
ば

だ
、
と
か
（BFV, S.31

）、
原
子
物
理
学
は
古
典
物
理
学
と
「
実
験
的–

計
算
的
に
は
別
種
」
だ
が
本
質
的
に
は
「
同
一
」
だ
、
と
か

（BFV, S.43

）。
し
か
し
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
総ゲ

・

シ

ュ

テ

ル

か
り
立
て
体
制
」
と
呼
ん
だ
「
技
術
の
本
質
」
を
先
導
し
て
い
る
の

は
、
原
子
論
的
「
企
図
（Entw

urf

）」
そ
の
も
の
で
す
。「
技
術
の
時
代
に
お
い
て
自
然
は
、
技
術
の
限
界
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
然
は

そ
こ
で
は
、
技
術
的
に
徴
用
さ
れ
た
物
資
の
断
片
を
構
成
す
る
基
礎
断
片
、
つ
ま
り
元
素
で
あ
る̶

そ
し
て
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な

い
」（BFV, S.43

）。

物
の
本
性
を
「
同
形
で
画
一
的
な
」「
同
価
値
で
ど
う
で
も
よ
い
」「
恒
常
的
に
存
立
す
る
」
無
数
の
単
位
へ
と
還
元
し
、
遠
く
も
近
く
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も
な
い
「
隔
た
り
を
欠
い
た
」
無
差
別
空
間
中
を
遊
動
す
る
そ
れ
ら
元
素
の
自
動
機
械
的
運
動
か
ら
、
万
有
を
再
構
成
し
て
み
せ
る
こ

と̶

こ
れ
は
、
四
〇
〇
年
前
ど
こ
ろ
か
、
二
四
〇
〇
年
前
か
ら
の
自
然
哲
学
の
野
望
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
「
あ
ら
た

な
始
ま
り
」
を
迎
え
た
の
で
す）

13
（

。「
技
術
の
時
代
に
お
い
て
自
然
は
、
総
か
り
立
て
体
制
（G

e-Stell

）
の
内
部
で
徴
用
可
能
な
物
資
の
在

庫
に
、
前
も
っ
て
属
し
て
い
る
」（BFV, S.42

）。
こ
の
一
文
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
「
原
子
物
理
学
」
と
注
記
し
て
い
ま
す
が

（ibid.

）、
こ
こ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
な
ら
っ
て
、
そ
の
現
代
物
理
学
は
「
古
代
原
子
論
」
と
本
質
的
に
は
「
同
一
」
だ
と
断
じ
た
く
な
る
ほ

ど
で
す
。

「
自
然
は
、
見
か
け
上
は
技
術
の
向
こ
う
側
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
じ
つ
は
す
で
に
技
術
の
本
質
か
ら
し
て
、
総
か
り
立

て
体
制
に
よ
っ
て
徴
用
さ
れ
る
物
資
に
合
わ
せ
て
調
整
さ
れ
て
お
り
、
徴
用
さ
れ
た
基
礎
物
資
、
つ
ま
り
資
源
と
し
て
立
て
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
」（BFV, S.43

）。
モ
ノ
も
ヒ
ト
も
等
し
く
「
徴
用
物
資
（Bestand

）」
と
な
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
然
が
丸
ご
と
「
資
源

（G
rundbestand

）」
と
化
し
、
そ
の
「
在
庫
を
構
成
す
る
断
片
（Bestandstück

）」
の
潜
在
力
が
解
き
放
た
れ
、
地
球
規
模
で
巨
大
に

膨
れ
上
が
っ
て
い
く
自
動
シ
ス
テ
ム
、
そ
れ
が
「
総
か
り
立
て
体
制
」
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
技
術
の
本
質
に
お
い
て
万
物
が
徴
用
さ
れ

て
そ
れ
へ
と
還
元
さ
れ
て
ゆ
く
「
元
素
（G

rundbestandstück

）」
と
は
、
ま
さ
し
く
「
分
割
で
き
な
い
も
の
」
つ
ま
り
「
ア
ト
ム
」
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
原
子
論
的
「
攻
撃
」
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
極
微
の
分
割
不
可
能
な
も
の
を
、
あ
ろ
う
こ
と
か
そ
の
分
割
可

能
性
へ
向
け
て
か
り
立
て
、
け
し
か
け
て
自
己
分
裂
さ
せ
る
、
と
い
う
「
挑
発
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。

「
元
素
の
挑
発
（H

erausforderung der G
rundbestandstücke

）」。
こ
れ
こ
そ
は
、
現
代
の
原
子
物
理
学
を
し
て
、
古
代
の
原
子

論
と
も
近
代
の
物
理–

化
学
と
も
異
な
っ
た
新
種
の
普
遍
科
学
た
ら
し
め
て
い
る
当
の
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ま
で
の
大
前
提
で

あ
っ
た
「
原
子
」
の
分
割
不
可
能
性
は
、
こ
こ
に
決
定
的
に
覆
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
自
己
止
揚
を
く
ぐ
り
抜
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
古
今
の
原
子
論
は
「
原
子
核
物
理
学
」
の
新
段
階
へ
と
立
ち
至
っ
た
の
で
す
。
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原
子
力–

総
か
り
立
て
体
制̶

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
原
子
力
の
問
題
（
そ
の
２
）

こ
こ
で
、
原
子
核
物
理
学
の
躍
進
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
大
づ
か
み
に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う）

14
（

。

十
九
世
紀
末
、
ス
ト
ー
ニ
ー
や
ト
ム
ソ
ン
に
よ
っ
て
「
電
子
」
が
発
見
さ
れ
る
一
方
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
、
ベ
ク
レ
ル
、
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
妻

ら
に
よ
っ
て
、「
放
射
性
」
に
関
す
る
研
究
が
進
み
ま
す
（
マ
リ
ー
・
キ
ュ
ー
リ
ー
が
ウ
ラ
ン
原
子
の
放
射
性
を
「
放
射
能
」
と
命
名
し

た
の
は
一
八
九
八
年
で
す
）。
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
と
ソ
デ
ィ
は
二
十
世
紀
初
頭
、
放
射
線
を
加
速
さ
せ
物
質
に
衝
突
さ
せ
る
一
連
の
実
験
を

行
な
い
）
15
（

、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
一
九
一
一
年
、
原
子
模
型
を
発
表
。
原
子
の
構
造
は
、
そ
の
内
部
を
壊
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
し
か
も
自
壊
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
露
わ
に
さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

原
子
の
崩
壊
は
、
た
ん
な
る
壊
滅
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
原
子
へ
の
転
換
へ
と
進
み
ま
す
。
原
子
は
、
内
部
分
裂
す
る
だ
け
で
な
く
、

人
工
的
に
生
成
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
一
九
一
九
年
、
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
は
窒
素
原
子
核
を
酸
素
原
子
核
へ
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
。
原

子
核
へ
の
衝
撃
を
、
陽
子
に
よ
っ
て
、
し
か
も
粒
子
加
速
器
を
使
っ
て
行
な
う
実
験
が
進
み
ま
す
。
他
方
、
陽
子
、
電
子
と
と
も
に
原
子

核
を
構
成
す
る
「
中
性
子
」
が
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
ら
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
陽
子
・
中
性
子
模
型
で
核
構
造
を
説
明

し
た
一
九
三
四
年
、
フ
ェ
ル
ミ
は
中
性
子
に
よ
る
ウ
ラ
ン
の
衝
撃
実
験
に
着
手
し
ま
す
。

一
九
四
〇
年
に
は
、
九
二
番
元
素
ウ
ラ
ン
衝
撃
に
よ
り
、
九
三
番
元
素
ネ
プ
ツ
ニ
ウ
ム
と
、
九
四
番
元
素
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
が
、
新
し
く

造
り
出
さ
れ
ま
す
。
ウ
ラ
ン
は
天
王
星
か
ら
、
ネ
プ
ツ
ニ
ウ
ム
は
海
王
星
か
ら
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
冥
王
星
か
ら
、
つ
ま
り
太
陽
系
の
外

周
を
な
す
星
辰
か
ら
、
名
前
を
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
命
名
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
模
型
を
補
強
す
る
湯
川
の
中
間
子

理
論
（
一
九
三
五
年
）
が
、
実
証
さ
れ
た
の
は
、
宇
宙
粒
子
に
よ
る
衝
撃
結
果
か
ら
で
し
た
（
一
九
三
六
年
）。
極
微
の
世
界
へ
と
分
け

入
る
道
は
、
宏
大
な
宇
宙
空
間
へ
と
通
じ
て
い
た
の
で
す
。
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人
類
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
た
一
九
三
九
年
、
マ
イ
ト
ナ
ー
と
フ
リ
ッ
シ
ュ
は
、
核
分
裂
の
生
成
を
提
唱
す
る
論
文
を
発
表
し

ま
す
。
同
じ
年
、
シ
ラ
ー
ド
に
促
さ
れ
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
米
国
大
統
領
に
、
原
子
核
連
鎖
反
応
に
よ
る
新
型
爆

弾
の
可
能
性
を
説
明
し
、
開
発
計
画
の
推
進
を
求
め
る
手
紙
を
出
し
ま
す）

16
（

。
こ
れ
が
容
れ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
が
始
ま

り
ま
す
。
一
九
四
二
年
一
二
月
二
日
、
フ
ェ
ル
ミ
ら
が
シ
カ
ゴ
で
、
ウ
ラ
ン
原
子
の
核
分
裂
の
臨
界
制
御
実
験
に
成
功
し
ま
す
。

一
九
四
五
年
六
月
一
六
日
に
は
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
で
核
爆
発
装
置
の
テ
ス
ト
に
つ
い
に
成
功
、
そ
し
て
同
年
八
月
六
日
と
九
日
、
広

島
と
長
崎
に
核
爆
弾
が
続
け
ざ
ま
に
投
下
さ
れ
る
の
で
す
。

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
中
葉
ま
で
の
こ
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
ま
さ
に
「
元
素
の
挑
発
」
に
向
け
て
の
急
テ
ン
ポ
の
あ
ゆ

み
で
し
た
。
原
理
的
に
分
割
不
可
能
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
分
裂
せ
し
め
、
天
然
に
は
存
在
し
な
い
放
射
性
元
素
を
人
工
的
に
創
造
し
、

つ
い
に
は
、
人
類
を
自
滅
さ
せ
る
に
十
分
な
破
壊
力
を
秘
め
た
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
す
る̶

存
在
の
究
極
へ
と
迫
る
こ
れ
ほ
ど
の
躍

進
は
、
人
類
史
上
ま
れ
に
み
る
跳
躍
で
し
た
。
今
や
月
並
み
と
な
っ
た
「
科
学
革
命
」
と
い
う
形
容
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
「
大

い
な
る
出
来
事
」
が
、
地
上
に
出
現
し
た
の
で
す
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
、「
原
子
力
を
め
ぐ
る
思
考
の
可
能
性　

も
し
く
は
、
い
か
に
し
て

原
子
力
で
実
験
哲
学

4

4

4

4

す
る
か
」
の
果
敢
な
試
み
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
勝
利
の
暫
定
的
帰
結
こ
そ
、
ヒ
ロ
シ
マ

と
ナ
ガ
サ
キ
へ
の
殲
滅
攻
撃
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

か
く
し
て
、「
原
子
爆
弾
の
製
造
）
17
（

」
の
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
暫
定
的
帰
結
を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、
そ
の
到
達
目
標
が
あ
く
ま
で
暴

力
＝
手
段
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
、
最
終
目
的
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
暴
力
装
置
は
、
世
界
大
戦
を
終
結
さ
せ
平
和
を
実
現
す
る

た
め
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
、
開
発
さ
れ
、
投
下
さ
れ
た
の
で
す
。
ま
さ
に
こ
れ
ぞ
「
平
和
の
た
め
の
原
子
力
」
で
す
。
い
や
じ
つ

を
言
え
ば
、
こ
の
理
由
づ
け
自
体
、
事
後
的
な
も
の
で
し
た
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
亡
命
ユ
ダ
ヤ
人
物
理
学
者
シ

ラ
ー
ド
の
証
言
の
通
り
、
原
子
爆
弾
開
発
競
争
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
先
を
越
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
至
上
命
令
か
ら
始
ま
っ
た
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
が
降
伏
し
た
の
ち
も
開
発
は
続
け
ら
れ
、
日
本
へ
の
二
度
の
投
下
と
相
成
っ
た
の
で
す
か
ら
。
冷
戦
期
な
ら
び
に

冷
戦
後
の
世
界
秩
序
を
通
し
て
、
核
兵
器
は
、
国
際
政
治
の
主
導
権
を
握
る
た
め
と
い
う
現
実
政
治
上
の
目
的
の
た
め
に
、
開
発
、
製

造
、
実
験
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
水
爆
実
験
か
ら
、
人
工
衛
星
打
ち
上
げ
競
争
、
ア
ポ
ロ
計
画
、
は
や
ぶ
さ
伝
説
ま
で
、
宇
宙
科
学
の
そ
の

つ
ど
の
成
果
は
、
政
治
宣
伝
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
家
的
威
信
と
軍
事
的
示
威
の
両
面
か
ら
、
人
類
は
極
微
と
極
大
の
宇
宙
空
間
へ

乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
政
治
的
思
惑
と
並
ぶ
当
初
か
ら
の
大
義
名
分
が
、
科
学
的
真
理
の
探
究
の
た
め
と
い
う
美
名
で
し
た
。
放
射
能
の
命
名
者
で

あ
る
キ
ュ
ー
リ
ー
夫
人
が
実
験
中
の
絶
え
ざ
る
被
曝
に
よ
り
白
血
病
死
し
た
こ
と
は
、
美
談
と
し
て
語
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
物
質
界
の
究

極
を
覗
き
見
る
こ
と
に
多
大
な
「
コ
ス
ト
」
が
か
か
る
の
は
、
科
学
の
発
展
に
と
っ
て
や
む
を
得
な
い
の
だ
、
と
。
あ
る
が
ま
ま
の
自
然

を
見
つ
め
る
の
で
は
な
く
、
人
為
的
に
介
入
し
て
隠
さ
れ
た
自
然
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
剝
ぐ
、
と
い
う
真ア
レ
ー
テ理
探ウ
エ
イ
ン究
（alētheuein

）
の
攻
撃
的

ス
タ
イ
ル
は
、
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
暴
力
の
援
用
が
不
可
欠
で
す
。
な
に
し
ろ
、
自
然
を
け
し
か
け
、
そ
の
本
性
を
暴
き
、
秘
密
を
む

し
り
取
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら）

18
（

。

と
は
い
え
、
科
学
至
上
主
義
で
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
り
ま
す
。
元
素
の
挑
発
を
企
て
る
の
に
必
要
な
巨
大
加
速
器
を
装
備
す
る
だ
け

で
も
、
桁
外
れ
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
学
者
共
同
体
の
自
己
負
担
で
は
と
て
も
賄
え
な
い
研
究
費
を
、
政
治
的
大
義
名
分
に

よ
っ
て
正
当
化
し
、
公
的
資
金
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
、
原
爆
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
功
以
後
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
政

治
の
た
め
に
科
学
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
科
学
の
た
め
に
政
治
が
利
用
さ
れ
る
の
で
す
。
政
治
家
と
科
学
者
と
が
手
に
手

を
取
り
合
っ
て
進
め
ら
れ
る
先
端
科
学
研
究
の
国
家
的
（
ま
た
は
国
際
的
）
共
同
事
業
の
体
制
化
と
い
う
点
で
、
原
爆
製
造
計
画
は
草
分

け
で
し
た
。

し
か
る
に
、
総
力
戦
下
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
戦
争
終
結
後
も
現
実
政
治
の
婢
に
甘
ん
ず
る
の
は
、
し
か
も
絶
滅
戦
争
の
最
終
手
段
の
提
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供
者
と
し
て
仕
え
る
の
は
、
良
心
的
学
究
に
は
耐
え
難
い
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
渡
り
に
船
で
現
わ
れ
た
の
が
、「
原
子
力
の

平
和
利
用
」
と
い
う
新
し
い
大
義
名
分
で
し
た
。
原
水
爆
禁
止
運
動
の
高
ま
り
と
同
時
期
に
唱
え
ら
れ
た
こ
の
転
用
可
能
性
は
、
殲
滅
兵

器
を
造
り
出
し
た
疚
し
さ
に
苛
ま
れ
て
い
た
原
子
核
物
理
学
者
に
と
っ
て
あ
ら
た
な
慰
め
と
な
っ
た
の
で
す
。
原
子
力
に
よ
っ
て
電
力
を

生
み
出
し
、「
人
類
の
福
祉
」
の
た
め
に
振
り
向
け
る
、
と
い
う
「
人
道
的
」
有
効
活
用
。
殲
滅
的
暴
力
手
段
は
、
生
活
の
必
要
に
仕
え

る
文
明
の
利
器
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
自
然
の
猛
威
ど
こ
ろ
か
超
自
然
の
脅
威
で
あ
る
原
子
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
解
放
が
、
そ
の
ま
ま
人
類
の
福
祉
に
結
び
つ
く
な
ど

と
考
え
る
の
は
、
錬
金
術
信
仰
に
劣
ら
ぬ
素
朴
な
幻
想
で
す
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
政
治
的
粛
清
の
た
め
の
ギ
ロ
チ
ン
の
刃
を
、
子
供
の

ま
ま
ご
と
遊
び
に
使
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
大
量
殺
戮
用
暴
力
装
置
の
「
安
全
」
な
転
用
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
わ
ず
か
半
世
紀

の
原
子
力
発
電
実
用
化
実
験
史
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
フ
ク
シ
マ
と
い
う
実
例
は
、
そ
の
数
多
い
教
訓
の
一
つ
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。
い
っ
そ
う
根
源
的
な
問
題
は
、
原
子
力
を
解
き
放
ち
つ
つ
飼
い
馴
ら
す
と
い
う
綱
渡
り
的
離
れ
業
が
、
人
間
の
幸
福
と
は

何
か
と
い
う
根
本
問
題
を
素
通
り
し
て
、
産
業
の
発
展
と
利
便
性
の
増
進
に
よ
る
最
大
幸
福
の
実
現
と
い
う
近
代
人
の
夢
想
と
結
び
つ
い

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
宇
宙
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
電
力
漬
け
生
活
が
労
働
と
消
費
の
ス
ケ
ー
ル
を
拡
大
さ
せ
れ
ば
さ
せ
る
ほ
ど
、
そ

れ
だ
け
人
類
は
幸
福
に
な
れ
る
な
ど
と
い
う
話
は
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
愚
者
の
楽
園
も
同
然
な
の
に
、
い
っ
た
ん
走
り
始
め
た
原
子
力

産
業
の
急
速
な
展
開
と
と
も
に
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
こ
と
自
体
無
意
味
だ
と
い
う
風
潮
が
広
ま
り
ま
す
。
原
子
力
の
平
和
利
用

と
い
う
場
合
の
「
平
和
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
と
い
っ
た
難
問
は
さ
て
お
い
て
、
何
億
円
い
や
何
兆
円
規
模
の
カ
ネ
の
動
く
巨
大
産

業
と
し
て
の
原
発
に
、
政
界
も
官
界
も
財
界
も
学
界
も
一
斉
に
群
が
り
、
地
元
も
中
央
も
仲
良
く
そ
の
歯
車
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ヒ
ト

も
モ
ノ
も
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
へ
と
狩
り
集
め
ら
れ
、
そ
の
部
品
と
な
っ
て
ク
ル
ク
ル
回
転
し
て
い
る
そ
の
光
景
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う

「
総ゲ

・

シ

ュ

テ

ル

か
り
立
て
体
制
」
そ
の
も
の
で
す
。
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総
か
り
立
て
体
制
の
特
質
は
、
雪グ

ロ

ー

バ

ル

だ
る
ま
式
に
膨
れ
上
が
り
加
速
す
る
自
己
増
殖
過
程
に
あ
り
ま
す
。
い
っ
た
ん
動
き
始
め
た
ら
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
巻
き
込
ん
で
は
組
み
入
れ
、
自
動
的
に
進
む
そ
の
拡
大
運
動
が
自
己
目
的
と
化
し
て
い
く
の
で
す
。
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
を
貯
め
込
ん
で
核
武
装
の
自
主
防
衛
力
を
手
に
入
れ
る
た
め
と
か
、
原
発
は
地
球
温
暖
化
防
止
に
役
立
ち
地
球
に
優
し
い
か
ら
と
か
、

雇
用
促
進
の
た
め
に
は
原
発
売
り
込
み
国
際
商
戦
に
勝
ち
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
大
義
名
分
は
そ
の
つ
ど
繰
り
出
さ
れ
ま
す
。

総
か
り
立
て
体
制
の
真
っ
只
中
で
蠢う

ご
め
く
者
た
ち
は
、
難
し
く
考
え
込
ん
だ
り
せ
ず
、
と
に
か
く
何
か
し
ら
の
目
的
や
目
標
を
と
っ
か
え

ひ
っ
か
え
し
て
、
自
分
た
ち
の
帰
属
し
て
い
る
巨
大
な
回
転
運
動
を
正
当
化
し
な
く
て
は
気
が
す
ま
な
い
の
で
す
。
そ
こ
に
醸
成
さ
れ
る

余
裕
の
な
さ
、
せ
わ
し
な
さ
は
、
渦
中
の
人
々
か
ら
、
も
の
を
考
え
る
ゆ
と
り
を
奪
い
ま
す
。
面
倒
な
こ
と
を
免
れ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で

す
か
ら
、
本
人
た
ち
に
と
っ
て
も
有
難
い
の
で
す
。
あ
た
か
も
「
自
然
は
真
空
を
嫌
う
」
と
い
う
古
来
の
格
言
そ
の
ま
ま
に
、
立
ち
止

ま
っ
て
じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
は
忌
み
嫌
わ
れ
る
の
で
す
。

思
う
に
、
3
・
11
以
後
の
日
本
に
あ
っ
て
、
原
発
事
故
を
め
ぐ
っ
て
露
見
す
る
に
至
っ
た
最
も
重
大
な
問
題
は
、
思
考
停
止

0

0

0

0

の
蔓
延
と

い
う
単
純
な
事
実
で
す
。
決
め
ら
れ
た
こ
と
だ
か
ら
と
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
を
止
め
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
と
呟
い
て
、
考
え

る
こ
と
か
ら
逃
げ
て
い
る
人
が
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
、
核
兵
器
相
当
の
破
壊
力
を
蔵
し
た
巨ゲ

・

シ

ュ

テ

ル

大
誘
発
機
構
を
、
計
画
し
製
造
し
管
理
し
点

検
し
て
い
る
の
で
す
。「
考
え
無
し
」
こ
そ
現
代
人
の
病
根
だ
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ア
ー
レ
ン
ト
は
診
断
し
ま
し
た
が）

19
（

、
ま
さ
に
そ
の
病

理
を
体
現
し
て
い
る
の
が
、
原
子
力–

総
か
り
立
て
体
制
な
の
で
す
。

考
え
無
し
の
量
産
体
制
と
い
う
こ
の
現
状
は
、
古
来
の
原
子
論
の
水
準
か
ら
す
れ
ば
、
皮
肉
な
話
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
感
覚
経
験
を
捨

象
し
た
純ノ

エ

イ

ン

粋
思
考
の
徹
底
化
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
原
子
論
と
い
う
宇
宙
的
説
明
様
式
は
誕
生
し
た
か
ら
で
す
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
、
さ

し
ず
め
宇
宙
か
ら
や
っ
て
来
た
賢
者
の
如
く
、
抽
象
的
思
弁
を
操
り
、
地
上
的
な
ら
ざ
る
仕
方
で
、
大
小
の
世
界
全
体
を
説
明
し
ま
し

た
。
古
代
に
お
い
て
原
子
論
が
産
声
を
上
げ
る
の
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
思
考
力
を
必
要
と
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
二
千
年
も
の
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潜
伏
期
の
の
ち
復
活
し
て
近
代
と
い
う
時
代
を
築
い
た
そ
の
後
裔
の
、
さ
ら
に
そ
の
ま
た
末
裔
が
、
人
類
史
上
最
高
の
知
的
勝
利
の
の

ち
、
考
え
無
し
に
陥
っ
て
い
る
と
は̶

。

「
徴
用
可
能
な
破
壊
行
為
」
の
ゆ
く
え̶

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
原
子
力
の
問
題
（
そ
の
３
）

今
日
わ
れ
わ
れ
が
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
原
子
力–

巨
大
機
構
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
総
か
り
立
て

体
制
」
論
は
、
恰
好
の
視
座
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
原
爆
論
へ
の
哲
学
的
寄
与
と
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
旧
友
ヤ
ス
パ
ー
ス
が

一
九
五
八
年
に
世
に
問
う
た
大
著
『
原
子
爆
弾
と
人
類
の
将
来
）
20
（

』
が
あ
り
ま
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
を
果
た
そ
う
と
し
た
弟
子
た

ち̶

ヨ
ー
ナ
ス
、
ア
ー
レ
ン
ト
、
ア
ン
ダ
ー
ス̶

も
、「
い
か
に
し
て
原
子
力
で
哲
学
す
る
か
」
を
各
々
の
流
儀
で
試
み
て
い
ま
す）

21
（

。

し
か
し
、
一
九
四
九
年
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
い
ち
早
く
行
な
っ
た
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
は
、
空
前
の
世
界
大
戦
が
い
っ
た
ん
閉
幕
す
る
と

同
時
に
、
未
知
の
原
子
力
時
代
に
突
入
し
て
い
く
ま
さ
に
そ
の
転
換
点
で
な
さ
れ
た
分
、
何
が
問
題
の
中
心
で
あ
る
か
が
は
っ
き
り
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
代
技
術
の
本
質
た
る
「
総ゲ

・

シ

ュ

テ

ル

か
り
立
て
体
制
」
に
お
い
て
、
万
物
は
、
も
は
や
、
制
作
し
て
立
て
ら
れ
た

「
物
」
で
も
、
表
象
し
て
立
て
ら
れ
た
「
対
象
」
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
徴ベ

シ

ュ

タ

ン

ト

用
し
て
立
て
ら
れ
た
物
資
」
と
化
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
自

然
も
ま
た
、
も
は
や
技
術
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
徴
用
物
資
の
恒
常
的
在
庫
と
な
り
ま
す
。
い
に
し
え
よ
り
、
生
成
消
滅
す
る
自

然
を
形
づ
く
る
と
さ
れ
て
き
た
地
水
風
火
の
四
大
元
素
も
、
総
か
り
立
て
体
制
の
巨
大
な
循
環
運
動
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
吐
き
出
す
よ
う
煽
り
立
て
ら
れ
ま
す
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
「
徴ベ

シ

ュ

テ

レ

ン

用
し
て
立
て
る
は
た
ら
き
」
の
坩
堝
に
呑
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
さ

ま
を
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
は
こ
う
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
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「
畑
を
耕
し
て
収
穫
す
る
仕
事
さ
え
も
、
い
つ
し
か
、
徴
用
し
て–

か
り
立
て
る
は
た
ら
き
へ
移
行
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
同
じ
は

た
ら
き
に
よ
っ
て
、
大
気
は
窒
素
に
向
け
て
、
大
地
は
石
炭
と
鉱
物
に
向
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か
り
立
て
ら
れ
、
さ
ら
に
、
鉱
物
は
ウ
ラ

ン
に
向
け
て
、
ウ
ラ
ン
は
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
向
け
て
、
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
徴
用
可
能
な
破
壊
行
為
に
向
け
て
、
と
い
う
ふ
う

に
、
次
々
に
か
り
立
て
ら
れ
る
。
い
ま
や
農
業
は
、
機
械
化
さ
れ
た
食
糧
産
業
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
、
ガ
ス
室
や

絶
滅
収
容
所
に
お
け
る
死
体
の
製
造
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
各
国
の
封
鎖
や
飢
餓
化
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
水
素
爆
弾
の
製
造
と
同
じ

も
の
な
の
で
あ
る
。」（BFV, S.27

）

「
ガ
ス
室
や
絶
滅
収
容
所
に
お
け
る
死
体
の
製
造
」
は
、「
機
械
化
さ
れ
た
食
糧
産
業
」
と
「
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
じ
も
の
」
だ
と
言

い
切
っ
た
こ
の
問
題
発
言
を
含
む
講
演
テ
ク
ス
ト
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
生
前
に
は̶

お
そ
ら
く
意
図
的
に̶

公
刊
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
か
ら
四
年
後
の
一
九
五
三
年
一
一
月
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
、「
技
術
へ
の
問
い
」
と
題
す
る
講
演

を
行
な
い
ま
す
。
や
は
り
「
総
か
り
立
て
体
制
」
を
主
題
に
据
え
た
こ
の
高
名
な
講
演
で
は
、『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
の
上
掲
箇
所
に
対

応
す
る
内
容
は
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
畑
を
耕
し
て
収
穫
す
る
仕
事
さ
え
も
、
い
つ
し
か
、
農

ベ
シ
ュ
テ
レ
ン
耕
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
種
類
の
、
自
然
を
か
り
立
て
る
ベ
シ
ュ
テ
レ
ン
、

つ
ま
り
徴
用
し
て
立
て
る
は
た
ら
き
の
う
ち
へ
吸
引
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。〔
…
〕
い
ま
や
農
業
は
、
機
械
化
さ
れ
た
食
糧
産
業
と
な
っ

た
。
大
気
は
窒
素
の
放
出
に
向
け
て
か
り
立
て
ら
れ
、
大
地
は
鉱
物
に
向
け
て
、
鉱
石
は
、
た
と
え
ば
ウ
ラ
ン
に
向
け
て
、
ウ
ラ
ン
は

破
壊
行
為
ま
た
は
平
和
利
用
の
た
め
に
解
放
さ
れ
う
る
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
向
け
て
、
次
々
に
か
り
立
て
ら
れ
る）

22
（

。」
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「
ガ
ス
室
や
絶
滅
収
容
所
に
お
け
る
死
体
の
製
造
」
云
々
の
く
だ
り
が
ひ
そ
か
に
削
ら
れ
た
代
わ
り
に
、
原
子
力
の
「
平
和
利
用
」
と

い
う
言
葉
が
公
然
と
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
「
平
和
の
た
め
の
原
子
力
」
演
説
（
一
九
五
三
年

一
二
月
）
に
先
立
っ
て
、
西
独
の
哲
学
者
が
そ
う
発
言
し
て
い
る
わ
け
で
す
（
一
九
五
四
年
の
公
刊
時
に
付
け
加
え
ら
れ
た
可
能
性
も
排

除
で
き
ま
せ
ん
が
）。
一
九
四
九
年
と
五
三
年
の
両
テ
ク
ス
ト
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
重
大

な
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。「
徴
用
可
能
な

0

0

0

0

0

破
壊
行
為
」
は
、「
破
壊
行
為
ま
た
は
平
和
利
用

0

0

0

0

0

0

0

」
に
書
き
改
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
小
さ
な
変
更
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
う
、
水
素
爆
弾
の
製
造
と
原
子
力
発
電
所
の
操
業
と
は
「
本
質
的
に
同
じ
も

の
」
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。

死
体
製
造
が
食
糧
生
産
と
同
じ
よ
う
に
一
括
処
理
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
、
由
々
し
い

問
題
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
現
代
技
術
シ
ス
テ
ム
に
そ
う
い
う
極
端
な
「
画
一
的
同
質
化
」
の
問
題
が
ひ
そ
む
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で

す
が
、
そ
の
趣
旨
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
論
者
か
ら
、
そ
う
い
う
指
摘
自
体
非
人
道
的
だ
、
と
悪
評
を
買
っ
て
し
ま
い
ま
し
た）

23
（

。

じ
つ
は
、
そ
れ
と
同
形
の
問
題
が
、
軍
事
利
用
と
平
時
利
用
と
が
相
互
に
転
用
可
能
な
原
子
力
開
発
事
業
に
も
ひ
そ
ん
で
い
た
の
で
す
。

思
え
ば
、
原
子
力
利
用
全
般

0

0

に
対
す
る
抵
抗
感
は
、
軍
事
的
実
行
の
標
的
に
さ
れ
た
日
本
で
は
、
も
と
も
と
大
き
か
っ
た
の
で
す）

24
（

。
原
爆

と
同
じ
原
理
で
核
分
裂
連
鎖
反
応
を
起
こ
し
お
湯
を
沸
か
し
て
得
た
電
力
に
よ
り
文
明
生
活
を
謳
歌
す
る
な
ど
と
い
っ
た
お
話
は
、
被
爆

経
験
の
悪
夢
が
日
常
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
そ
う
た
や
す
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
受
け
入
れ
が
た
さ
を
か
わ
す
の
に
便
利
な
区
別
と
類
比

0

0

0

0

0

が
、
そ
こ
に
導
入
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、「
絶
滅
収
容

所
に
お
け
る
死
体
製
造
と
違
っ
て

0

0

0

、
工
業
化
さ
れ
た
食
糧
生
産
は
〈
平
和
的
〉
で
善
玉
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
爆
の
惨
禍
は

許
し
が
た
い
が
、
原
発
は
そ
れ
と
違
う

0

0

〈
平
和
利
用
〉
で
あ
り
善
玉
で
あ
る
か
ら
、
推
進
し
て
よ
い
」
と
い
う
話
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
の

で
す）

25
（

。
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転
用
を
正
当
化
す
る
こ
の
論
法
は
早
い
時
期
に
浸
透
し
て
い
っ
た
ら
し
く
、
問
題
意
識
旺
盛
な
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
原
爆
論
に
も
出
て
き
ま

す
。「
不
安
に
満
ち
た
興
奮
が
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
的
な
生
産
と
使
用
の
危
険
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
行
き
過

ぎ
で
あ
る
。「
絶
対
安
全
な
機
械
」
な
ど
存
在
し
な
い
し
、
ま
た
災
害
と
い
う
の
も
排
除
で
き
る
も
の
で
は
な
い
〔
…
〕。
し
か
し
な
が

ら
、
管
理
下
に
置
け
ば
高
度
の
安
全
性
が
達
成
で
き
る
こ
と
が
、
信
憑
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
危
険
な
廃
棄
物
は
、

恐
れ
る
必
要
な
ど
な
く
、
深
い
穴
の
中
に
埋
め
て
無
害
に
始
末
で
き
る
と
の
こ
と
で
あ
る）

26
（

」。
ま
さ
に
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
聞
か
さ
れ
て

き
た
論
法
そ
の
も
の
で
す
。

「
平
和
で
安
全
な
原
子
力
利
用
」
の
信
憑
性
は
、
今
日
揺
ら
い
で
い
ま
す
。
い
や
、
覆
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
戦
後
ド
イ
ツ

の
良
心
と
も
評
さ
れ
た
哲
学
者
が
、
一
九
五
八
年
の
段
階
で
原
発
安
全
神
話
を
疑
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
問
題
が
い
か
に
根
深
い
か

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
し
て
も
、「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
と
い
う
転
用
の
妥
当
性
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
た
わ
け
で
な

い
こ
と
は
、
一
九
五
三
年
の
技
術
論
講
演
で
「
破
壊
行
為
ま
た
は
平
和
利
用

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
と
も
あ
っ
さ
り
追
補
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
「
ま
た
は
」
の
小
辞
に
ひ
そ
む
原
子
力–

総
か
り
立
て
体
制
の
画
一
的
同
質
化
の
猛
威
に
、
繰
り
返
し

驚
く
べ
き
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
元
素
の
挑
発
に
も
と
づ
く
「
破
壊
行
為
」
の
徴
用
可
能
性
に
対
す
る
戦
慄
か
ら
、
思
考
を
再
開
す
べ
き

な
の
で
す
。

で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
い
て
原
子
力
と
い
う
新
種
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
切
迫
し
た
問
題
意
識
は
、
一
九
四
九
年
の
『
ブ
レ
ー

メ
ン
講
演
』
以
降
、
後
退
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
米
ソ
冷
戦
の
深
刻
化
に
よ
り
国
際
的
緊
張
の
高
ま
っ
た
一
九
五
〇
年
代
、
ヤ
ス

パ
ー
ス
の
原
爆
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
人
類
は
核
戦
争
の
脅
威
と
い
か
に
し
て
折
り
合
い
を
つ
け
ら
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
意
識
の

ほ
う
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
原
子
力
利
用
の
危
険
性
の
問
題
に
は
感
度
が
ま
だ
高
く
な
か
っ
た
の
は
、
や
む
を

え
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
群
を
抜
い
て
、
原
子
力
を
め
ぐ
る
思
考
の
可
能
性
を
切
り
拓
い
た
一
人
だ
っ
た
と
言
え
る
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で
し
ょ
う
。
テ
ク
ス
ト
を
し
て
語
ら
せ
ま
し
ょ
う
。
一
九
五
五
年
の
講
演
『
平
静
さ
』
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
あ
た
か
も
予
言
者
の
よ

う
に
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。

「
い
ま
や
決
定
的
な
問
い
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
巨
大
な
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
い
か
な
る
仕
方
で
わ
れ

わ
れ
は
制
御
し
、
操
縦
し
、
か
く
し
て
人
類
に
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
途
方
も
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

突
然̶

戦
争
行
為
な
ど
な
く
て
も̶

ど
こ
か
の
場
所
で
檻
を
破
っ
て
脱
出
し
「
暴
走
」
し
て
一
切
を
虚
無
化
す
る
と
い
う
危
険
に

対
し
て
、
い
か
な
る
仕
方
で
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か）

27
（

。」

こ
の
「
現
代
の
科
学
技
術
の
根
本
の
問
い
）
28
（

」
に
は
、
い
ま
だ
答
え
が
出
て
い
な
い
の
が
実
情
で
す
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
続
け
て
、「
原
子

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
制
御
が
成
功
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
は
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
と
き
、
技
術
的
世
界
の
ま
っ
た
く
新
し
い
発

展
が
始
ま
る
で
あ
ろ
う）

29
（

」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
そ
し
て
そ
れ
は
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
が
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
或
る
論
者
は
、

原
子
力
の
制
御
可
能
性
に
対
し
て
は
、
結
局
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
た
が
、
そ
の
予
測
は
外
れ
た
、
と

結
論
づ
け
て
い
ま
す）

30
（

。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
穿
っ
た
解
釈
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
根
本
の
問
い
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
、

答
え
は
そ
う
簡
単
に
出
せ
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
結
論
づ
け
る
前
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
「
根
本
の
問

い
」
を
立
て
て
い
た
こ
と
自
体
に
、
素
直
に
驚
く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
後
半
世
紀
以
上
、
こ
の
問
い
が
な
お
ざ

り
に
さ
れ
た
ま
ま
、
ス
リ
ー
マ
イ
ル
や
チ
ェ
リ
ノ
ブ
イ
リ
や
フ
ク
シ
マ
と
い
う
「
場
所
」
で
「
暴
走
」
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事

実
を
、
衝
撃
を
も
っ
て
熟
考
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
「
虚
無
化
」
の
問
い
が
人
類
に
と
っ
て
未
来

永
劫
「
根
本
の
問
い
」
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
も̶

。
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お
わ
り
に

い
か
に
し
て
原
子
力
で
哲
学
す
る
か
。
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
思
索
の
事
柄
で
あ
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
こ

の
現
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
、「
有
る
と
い
え
る
も
の
」
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
了
解
の
基
底
に
ふ
れ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

有
る
と
い
え
る
も
の
と
は
何
か̶

こ
れ
は
、
古
代
以
来
、
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。

か
つ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
現
代
の
科
学
技
術
の
根
本
の
問
い
」
と
名
づ
け
、
3
・
11
以
後
わ
れ
わ
れ
が
反
芻
さ
せ
ら
れ
て
い
る
問
題
の

巨
大
さ̶

ハ
イ
デ
ガ
ー
ば
り
に
、「
地
球
規
模
で
規
定
さ
れ
て
い
る
技
術
と
近
代
人
と
の
出
会
い
」
の
「
内
的
真
理
と
偉
大
さ
）
31
（

」
と
言

い
た
く
な
る
ほ
ど
の̶

に
は
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
壮
大
な
規
模
の
思
考
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
自
然
的
な
も
の
を
超
え
て
存
在
す
る
も
の

へ
の
問
い
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、「
形
而
上
学
」
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

近
代
自
然
科
学
は
、
原
子
論
を
抑
圧
し
て
き
た
伝
統
的
哲
学
に
反
旗
を
翻
し
、
形
而
上
学
的
思
弁
な
し
で
済
ま
せ
よ
う
と
試
み
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
近
代
が
生
み
出
し
た
総
か
り
立
て
体
制
は
、
そ
の
近
代
を
超
え
る
原
子
力
時
代
を
産
み
出
し
、
ひ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ

に
馴
染
み
の
自
然
的
所
与
を
優
に
超
え
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
存
在
了
解
を
軽
く
は
み
出
す
も
の
を
、
新
た
に
産
み
出
し
た
の
で
す
。
原

子
炉
の
中
で
人
工
的
に
生
成
す
る
放
射
性
元
素
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
官
で
は
見
る
こ
と
も
聞
く
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
が
、

何
十
万
年
に
も
わ
た
っ
て
放
射
能
を
ま
き
散
ら
す
と
い
う
不
滅
の
恒
常
的
現
前
性
を
も
っ
て
、「
未
来
永
劫
」
存
在
し
続
け
ま
す
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
総
か
り
立
て
体
制
下
で
蓄
積
さ
れ
循
環
さ
せ
ら
れ
る
新
種
の
存
在
者
の
こ
と
を
、「
徴
用
し
て
立
て
ら
れ
た
物
資
」
と
呼
び
ま

し
た
が
、
原
子
力
発
電
所
で
せ
っ
せ
と
生
み
出
さ
れ
る
新
元
素
は
、
ま
さ
に
「
在
庫
と
し
て
存
立
」
し
ま
す
。
た
だ
、
厄
介
な
こ
と
に
、

そ
の
よ
う
に
し
て
挑
発
さ
れ
た
徴
用
物
資
は
、
そ
う
や
す
や
す
と
は
循
環
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
檻
を
破
っ
て
脱
出
し
「
暴
走
」

し
て
一
切
を
虚
無
化
す
る
と
い
う
危
険
」
を
孕
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
の
「
危
険
」
の
内
攻
性
た
る
や
、
つ
い
に
は
総
か
り
立
て
体
制
そ
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の
も
の
を
喰
い
破
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
猛
威
だ
っ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
学
習
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
の
「
在
り
て
在
る
も
の
」̶

虚
無
的
で
あ
り
な
が
ら
最
高
度
に
存
在
す
る
も
の̶

を
相
手
と
す
る
に
は
、
よ
ほ
ど
の
思

索
力
を
も
っ
て
挑
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
超
越
し
た
原
子
力
を
め
ぐ
る
思
考
は
、
ま
さ
に
「
形
而
上
学
的
」
で

あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す）

32
（

。

3
・
11
以
後
、
原
子
力
時
代
と
い
う
「
偶
像
の
黄
昏
」
が
や
っ
て
来
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
ま
だ
誰
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
改
め
て
「
存
在
へ
の
問
い
」
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
あ
た
か
も
、

二
四
〇
〇
年
前
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
、
存ウ

ー
シ
ア在
を
め
ぐ
っ
て
イ
デ
ア
論
者
と
唯
物
論
者
と
で
論
争
が
戦
わ
さ
れ
た
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
伝
え
る

よ
う
に
。̶

「
ま
こ
と
に
彼
ら
の
間
で
は
、
実ウ
ー
シ
ア在
に
つ
い
て
の
相
互
の
論
争
の
た
め
に
、
神
々
と
巨
人
族
と
の
戦
い
に
も
比
す
べ
き
も

の
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（Sophist, 246a

）
33
（

）

注

（
1
）　V

gl. I. M
ori, „Terrorism

us als Schatten des revolutionären G
eistes “, in: L. Kühnhardt/ M

. Takayam
a （H

rsg.

）, M
enschenrechte, 

Kulturen und G
ew

alt. Ansätze einer interkulturellen Ethik, N
om

os Verlagsgesellschaft, 2005, S. 237–256.  

そ
の
日
本
語
拡
大
版

の
拙
稿
「
革
命
精
神
と
そ
の
影̶

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
系
譜
学
の
た
め
に̶

（
Ⅰ
）」、
同
「（
Ⅱ
）」、
同
「（
Ⅲ
）」（
東
京
女
子
大
学
紀
要
『
論
集
』
第

五
六
巻
二
号
、
第
五
七
巻
一
、二
号
、
二
〇
〇
六̶

二
〇
〇
七
年
、
所
収
）
も
参
照
。

（
2
）「
プ
ラ
ト
ン
は
、
集
め
る
こ
と
の
で
き
た
か
ぎ
り
の
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
書
物
を
燃
や
し
て
し
ま
お
う
と
し
た
」。「
そ
れ
と
い
う
の
も
、
明
ら
か
に

プ
ラ
ト
ン
は
、
哲
学
者
た
ち
の
な
か
で
最
も
す
ぐ
れ
た
者
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
、
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
自
分
に
と
っ
て
の
競
争
者
に
な
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
」（
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
加
来
彰
俊
訳
、
岩
波

文
庫
、
下
巻
一
二
八
頁
）。

（
3
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
上
巻
一
二
六
頁
。

（
4
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
上
巻
一
二
二
頁
。
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（
5
）　
『
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
列
伝
』
下
巻
二
二
〇
頁
。

（
6
）　
「
場
所
」
に
代
わ
る
「
空
間
」
概
念
が
、
テ
レ
ジ
オ
に
お
い
て
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
P
・
O
・
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
『
イ
タ
リ
ア
・
ル

ネ
サ
ン
ス
の
哲
学
』
佐
藤
三
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
（Paul O

skar K
risteller, Eight Philosophers of the Italian Renaissance, 1964

）
を
参

照
。

（
7
）　
『
平
静
さ
（G

elassenheit

）』（
一
九
五
五
）
や
『
根
拠
の
命
題
（D

er Satz vom
 G

rund

）』（
一
九
五
五
／
五
六
）
の
ほ
か
、
一
九
五
七
年
夏

学
期
に
行
な
わ
れ
た
『
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
連
続
講
演　

思
考
の
根
本
命
題
』（„G

rundsätze des D
enkens. Freiburger Vorträge 1957 “, in: 

Brem
er und Freiburger Vorträge, M

artin H
eidegger G

esam
tausgabe Bd. 79, Vittorio K

losterm
ann, 1994 ̶

A
bk.: BFV.

（
拙
訳

『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
七
九
巻　

ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
と
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
演
』
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
、
所
収
）
で
も
、「
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー

（Atom
energie

）」（S. 88; 89; 123; 127; 128

）
や
「
原
子
力
時
代
（Atom

zeitalter

）」（S. 123

）
と
い
っ
た
言
葉
が
頻
出
す
る
。
わ
け
て
も
、

公
開
講
演
と
し
て
催
さ
れ
「
本
有
化
の
出
来
事
（Ereignis

）」
に
つ
い
て
表
立
っ
て
語
ら
れ
る
第
三
講
演
「
同
一
性
の
命
題
」（S. 115 –129

）

に
、
こ
の
傾
向
は
著
し
い
。「〔
原
子
力
〕
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
利
用
（die friedliche N

utzung der Energien

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
も
、
そ

の
末
尾
近
く
に
出
て
く
る
（S. 128

）。 

（
8
）　„Einblick in das w

as ist. Brem
er Vorträge 1949 “, in: BFV.

（
9
）　

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
の
「
原
子
力
の
平
和
利
用
（Atom

s for Peace

）」
国
連
演
説
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月
。
こ
れ

に
続
い
て
、
一
九
五
四
年
以
降
、
原
子
力
発
電
が
競
っ
て
実
用
化
さ
れ
て
ゆ
く
。

（
10
）　

本
論
は
、
拙
稿
「
物
と
総
か
り
立
て
体
制̶
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
再
読
」（
山
本
英
輔
他
編
『
科
学
と
技
術
へ
の
問
い̶

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

研
究
会
第
三
論
集
』
理
想
社
近
刊
、
所
収
）
と
関
連
し
て
い
る
。

（
11
）　 

興
味
深
い
こ
と
に
、
十
七
世
紀
科
学
革
命
の
担
い
手
の
一
人
デ
カ
ル
ト
も
、「
真
空
」
論
で
、「
瓶
」
と
い
う
容
器
の
例
を
持
ち
出
し
て
い
る
。

『
哲
学
原
理
』
第
二
部
「
物
質
的
事
物
の
原
理
に
つ
い
て
」
で
デ
カ
ル
ト
は
、「
延
長
即
実
体
」
説
を
論
拠
と
し
て
純
然
た
る
「
空
虚
」
を
否
定

し
（
第
一
六
節
）、
た
と
え
ば
、「
瓶
は
水
を
入
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
空
気
だ
け
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
空
虚
だ
と
言
わ

れ
る
」
が
、
空
気
が
あ
る
以
上
は
そ
こ
に
は
延
長
が
必
ず
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
容
器
内
は
真
空
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
す
る
（
第
一
七–

一
九
節
）。
こ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
は
、
不
可
分
な
も
の
と
さ
れ
る
原
子
も
ま
た
延
長
を
も
つ
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
可
分
的
で
あ
ら
ざ
る
を
え

な
い
と
し
て
、
原
子
論
の
論
駁
へ
と
進
む
（
第
二
〇
節
）。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
瓶
」
の
例
示
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

（
12
）　„Άγχιβασίη. Ein G

espräch selbstdritt auf einem
 Feldw

eg zw
ischen einem

 Forscher, einem
 G

elehrten und einem
 W

eisen “, in: 
Feldw

eg-G
espräche (1944/45), M

artin H
eidegger G

esam
tausgabe Bd. 77, V

ittorio K
losterm

ann, 1995 ̶
A

bk: FS, S. 17 –18.
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（
13
）　

長
い
潜
伏
期
を
経
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
復
活
さ
せ
ら
れ
た
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
重
視
す
る
「
根
拠
の
命
題
」（
充
足
理
由
律
）
に
し
て
も
、
元

は
と
言
え
ば
、
数
少
な
い
伝
レ
ウ
キ
ッ
ポ
ス
断
片
「
何
物
も
で
た
ら
め
に
は
生
じ
な
い
。
す
べ
て
は
根
拠
に
従
っ
て
必
然
か
ら
生
ず
る
（Kein 

D
ing entsteht planlos (m

atēn), sondern alles aus Sinn [in begründeter W
eise] (ek logou) und unter N

otw
endigkeit.

）」（H
. 

D
iels/ W

. K
ranz (H

rsg), D
ie Fragm

ente der Vorsokratiker, Bd.2, W
eidm

ann, 131969, S. 81

）
に
遡
る
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
古
代
自

然
哲
学
の
最
高
原
則
が
、
近
代
自
然
科
学
に
ぶ
り
返
し
た
の
で
あ
る
。

（
14
）　

主
に
、
ア
シ
モ
フ
『
原
子
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
話　

秘
め
ら
れ
た
世
界
』
住
田
健
二
訳
、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
（Isaac A

sim
ov, 

W
orlds W

ithin W
orlds. �

e Story of N
uclear Energy, 1972

）
に
拠
る
。

（
15
）　

T
．
J
．
ト
レ
ン
『
自
壊
す
る
原
子　

ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
と
ソ
デ
ィ
の
共
同
研
究
』
島
原
健
三
訳
、
三
共
出
版
、
一
九
八
二
年
（T. J. Trenn,  

�
e Self-Splitting Atom

. A
 H

istory of the Rutherford-Soddy Collaboration, 1977

）
を
参
照
。

（
16
）　

S
．
R
．
ウ
ィ
ア
ー
ト
・
G
．
W
．
シ
ラ
ー
ド
編
『
シ
ラ
ー
ド
の
証
言　

核
開
発
の
回
想
と
資
料
一
九
三
〇̶

一
九
四
五
年
』
伏
見
康
治
・
伏
見
諭
訳
、

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
二
年
（Leo Szilard: H

is Version of the Facts. Selected Recollections and Correspondence, 1972

）
参
照
。

（
17
）　

こ
の
未
曾
有
の
政
治
的–
科
学
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
ズ
『
原
子
爆
弾
の
誕
生
』
上
・
下
、
神
沼
二
真
・

渋
谷
泰
一
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
五
年
（Richard Rhodes, �

e M
aking of the Atom

ic Bom
b, 1986

）
参
照
。

（
18
）　
「
も
の
を
研
究
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
壊
し
て
中
を
し
ら
べ
る
に
か
ぎ
る
」（
菊
池
正
士
『
原
子
核
の
世
界　

第
二
版
』
岩
波
新
書
、

一
九
七
三
年
、
九
〇
頁
）。
こ
の
鉄
則
を
も
う
少
し
丁
寧
に
言
い
直
す
と
こ
う
な
る̶

「
原
子
核
が
実
際
に
何
で
で
き
て
い
る
か
を
知
る
に
は
、

そ
れ
を
壊
し
て
何
が
出
て
く
る
か
を
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
る
」（
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ワ
イ
ン
バ
ー
グ
『
新
版 

電
子
と
原
子
核
の
発
見　

20
世

紀
物
理
学
を
築
い
た
人
々
』
本
間
三
郎
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
二
八
三
頁
（Seven W

einberg, �
e D

iscovery of Sub-
atom

ic Particles, Re vised Edition, 2003

）。
こ
れ
に
続
い
て
紹
介
さ
れ
る
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
（
一
九
一
七
年
）
の
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
発
言

は
、
不
吉
な
ま
で
に
含
蓄
に
富
む
。「
私
は
、
今
、
原
子
を
人
工
的
に
壊
す
実
験
に
と
り
か
か
っ
て
い
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
う
ま
く
い
く
と
、
戦

争
な
ど
よ
り
は
る
か
に
重
要
な
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
」（
同
上
）。

（
19
）　
「
考
え
無
し
（G

edankenlosigkeit

）
は
、
現
代
世
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
出
没
し
て
い
る
不
気
味
な
来
客
で
あ
る
」（M

. H
eidegger, G

elas-
senheit, N

eske, 1959, S. 11.

『
放
下
』
辻
村
公
一
訳
、
理
想
社
）。「
考
え
無
し
（thoughtlessness

）
は
…
、
現
代
の
際
立
っ
た
特
徴
の
一
つ

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（H

. A
rendt, �

e H
um

an Condition, Th
e U

niversity of C
hicago Press, 1958, p. 5.

『
人
間
の
条
件
』
志
水

速
雄
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。
ア
ー
レ
ン
ト
の
見
立
て
で
は
、
こ
の
「
欠
如
」
こ
そ
、
全
体
主
義
の
絶
滅
政
策
を
ま
か
り
通
ら
せ
た
「
陳
腐
な

悪
」
の
温
床
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
て
い
る
原
子
力
村̶
列
島
に
も
、
考
え
無
し
症
候
群
が
は
び
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
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れ
る
。

（
20
）　K

. Jaspers, D
ie Atom

bom
be und die Zukun� des M

enschens. Politisches Bew
ußtsein in unserer Zeit, Piper, 1958.

（『
現
代
の
政
治

意
識
（
上
・
下
）』
飯
島
宗
享
・
細
尾
登
訳
、
理
想
社
。）
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
一
九
四
九
年
の
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』
で
も
科
学
技
術
論
を
展
開

し
て
お
り
、
す
で
に
そ
こ
で
も
「
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
言
及
し
て
い
る
。

（
21
）　

ハ
イ
デ
ガ
ー
よ
り
年
長
な
が
ら
彼
か
ら
学
び
彼
と
の
対
決
を
志
し
た
田
辺
元
も
、
い
か
に
し
て
原
子
力
で
哲
学
す
る
か
に
思
い
を
凝
ら
し
た
一

人
で
あ
っ
た
。「
原
子
力
時
代
は
い
わ
ば
「
死
の
時
代
」
で
あ
る
。
近
世
の
生
本
位
、
科
学
技
術
万
能
の
時
代
は
、
現
在
そ
の
終
末
に
臨
ん
で
居

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（「
生
の
存
在
学
か
死
の
弁
証
法
か
」（
一
九
五
八
年
）、『
死
の
哲
学　

田
辺
元
哲
学
選
Ⅳ
』
藤
田
正
勝
編
、
岩
波
文
庫
、

所
収
、
二
五
〇
頁
）。「
原
子
力
戦
争
の
結
果
、
種
の
集
団
死
が
起
こ
っ
て
も
、
な
お
死
を
免
れ
て
幾
人
か
の
個
人
が
生
残
る
と
い
う
可
能
性
は

消
滅
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
一
人
な
い
し
数
人
の
人
の
菩
薩
的
行
為
が
〔
…
〕
人
類
協
同
の
愛
を
実
現
す
る
こ
と
不
可
能
な
り
と
は
い
い

得
な
い
の
で
あ
る
」（
同
書
二
五
一
頁
）。

（
22
）　„D

ie Frage nach der Technik “, in: Vorträge und Aufsätze, N
eske, 1954, S. 18 –19.

（『
技
術
へ
の
問
い
』
関
口
浩
訳
、
平
凡
社
。）

（
23
）　
『
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
』
に
お
け
る
問
題
発
言
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
は
、
拙
文
「
戦
慄
し
つ
つ
思
考
す
る
こ
と̶

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

と
「
絶
滅
収
容
所
」̶

」（『
創
文
』
第
四
五
二
号
、
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
四
月
、
所
収
）
参
照
。

（
24
）　

一
九
五
四
年
三
月
に
は
、
第
五
福
竜
丸
が
ビ
キ
ニ
環
礁
で
ア
メ
リ
カ
の
水
爆
実
験
に
よ
り
「
死
の
灰
」
を
浴
び
て
い
る
。
そ
の
直
前
、
原
子
力

開
発
関
連
予
算
が
国
会
を
通
過
し
原
発
推
進
路
線
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

（
25
）
こ
れ
と
似
て
い
る
の
が
、「
ヒ
ト
胚
か
ら
ク
ロ
ー
ン
人
間
を
造
り
出
す
生
殖
技
術
は
許
さ
れ
な
い
が
、
E
S
細
胞
や
i
P
S
細
胞
の
培
養
研
究
は

難
病
治
療
に
役
立
つ
か
ら
推
進
し
て
よ
い
」
と
す
る
言
い
分
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ン
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
。I. M

ori, „Ü
ber 

die G
eburt auf eigene G

efahr ̶
O

der: D
em

okrit und das Problem
 des K

lonens “, in: A
. H

ilt/C
. N

ielsen (H
rsg.), Bildung im

 
technischen Zeitalter. Sein M

ensch und W
elt nach Eugen Fink, A

lber, 2005, S. 391 –418.

（
日
本
語
旧
版
は
、「
デ
モ
ク
リ
ト
ス
と
ク

ロ
ー
ン
の
問
題
」、
東
京
女
子
大
学
紀
要
『
論
集
』
第
五
五
巻
一
号
、
二
〇
〇
四
年
九
月
、
一̶

二
八
頁
。）

（
26
）　D
ie Atom

bom
be und die Zukun� des M

enschens, S. 20.
（
邦
訳
上
巻
三
四
頁
。）

（
27
）　G

elasssenheit, S. 18 –19.

（
28
）　G

elasssenheit, S. 18.

（
29
）　G

elasssenheit, S. 19.

（
30
）　

村
田
純
一
「
技
術
の
創
造
性̶

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
技
術
の
哲
学
」（
前
掲
『
科
学
と
技
術
へ
の
問
い̶

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
会
第
三
論
集
』
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所
収
）。

（
31
）　M

. H
eidegger, Einführung in die M

etaphysik

（1935

）, G
esam

tausgabe Bd. 40, V
ittorio K

losterm
ann, 1983, S. 208.

（『
形
而
上

学
入
門
』
川
原
栄
峰
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
。）

（
32
）　

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム–

二
三
九
に
代
表
さ
れ
る
放
射
性
人
工
元
素
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
意
味
で
の
「
形
而
上
学
的
な
存

在
者
論
（m

etaphysische O
ntik

）」
の
具
体
化
と
な
り
う
る
。
特
異
な
存
在
者
と
し
て
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
、
既
成
の
自
然
科
学
的
枠
組
を

超
え
て
思
索
し
た
模
範
例
と
し
て
、
高
木
仁
三
郎
の
粘
り
強
い
仕
事
が
想
起
さ
れ
て
よ
い
。『
高
木
仁
三
郎
著
作
集
』
全
十
二
巻
（
七
つ
森
書

館
）
収
録
の
諸
作
品
、
た
と
え
ば
『
プ
ル
ー
ト
ー
ン
の
火
』（
一
九
七
六
年
刊
、『
著
作
集
４
』
所
収
）
を
参
照
。

（
33
）　

プ
ラ
ト
ン
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
藤
沢
令
夫
訳
（『
プ
ラ
ト
ン
全
集
3
』
岩
波
書
店
、
所
収
）
九
四
頁
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
存
在
を
め
ぐ
る

巨ギ
ガ
ン
ト
マ
キ
ア

人
の
戦
い
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
存
在
論
復
興
の
狼
煙
と
し
て
『
存
在
と
時
間
』
の
劈
頭
に
掲
げ
た
一
句
で
あ
る
。

付
記̶

本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
一
五
日
、
東
京
赤
坂
の
ド
イ
ツ
文
化
会
館
ホ
ー
ル
に
て
行
な
わ
れ
た
「
二
〇
一
二
年
三
月
一
一
日
以
後
の
哲
学

の
可
能
性̶

日
独
哲
学
会
議
」
の
公
開
講
演
会
の
た
め
に
用
意
し
た
日
本
語
版
原
稿
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
世
話
に
な
っ

た
日
本
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
の
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
と
り
わ
け
、
本
企
画
を
熱
心
に
進
め
て
く
だ
さ
っ
た
ラ
イ
ム
ン

ト
・
ヴ
ェ
ル
デ
マ
ン
氏
、
吉
次
基
宣
氏
の
ご
尽
力
に
感
謝
し
た
い
。
な
お
、
同
日
に
行
な
わ
れ
た
も
う
一
つ
の
講
演
、
ペ
ー
タ
ー
・
ト
ラ
ヴ
ニ
ー
氏

（
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
大
学
）「
技
術
の
危
機
と
哲
学
」
の
講
演
原
稿
の
日
本
語
訳
は
、『
理
想
』
六
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

3
・

11
以
後
、
原
子
論
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
総
か
り
立
て
体
制
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム


