
詩
作
と
歴
史
に
共
通
す
る
本
質
原
則
と
は
何
か
?

1

1

i

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
ベ

i
レ
ン
ド
ル
フ
宛
書
簡
の
解
釈

O 

序

詩作と歴史に共通する本質原則とは何か?

ハ
イ
デ
ガ

i
は
へ
の
途
上
』
(
一
九
五
九
)
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
晩
年
に
至
る
ま
で
陰
に
陽
に
言
葉
に
つ
い
て
思
索
し
続
け
た
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
思
索
の
形
態
は
前
期
と
後
期
と
で
は
異
な
る
。
前
期
の

思
索
は
よ
く
一
一
一
一
口
わ
れ
る
よ
う
に
超
越
論
的
で
あ
り
、
後
期
の
思
索
は
存

在
史
的
で
あ
る
。
こ
の
後
期
の
存
在
史
的
思
索
に
お
い
て
言
葉
の
本
質

は
、
「
存
在
と
時
間
』
(
一
九
二
七
)
や
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
思
索
と
は
異
な
り
、
「
詩
(
盟
各
宮
口
問
)
」
と
「
歴
史

(凸
O

聞
の
町
芯
官
。
)
」
と
関
連
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り

わ
け
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
期
の
言
葉
の
思
索
に
当
た
る
一
九
一
一
一
四

年
一
史
学
期
講
義
の
事
口
葉
の
本
質
に
つ
い
て
の
問
い
と
し
て
の
論
理
学
』

に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
守
札
・
凸
〉
ω∞
λ
ミ
同
)
。
し
た
が
っ
て
、
後
期

の
一
一
目
葉
の
思
索
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に

も
、
ま
ず
詩
と
歴
史
が
ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
い
て
い
か
な
る
も
の
と
捉
え
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丸

山

英

ら
れ
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
一
九
三
四
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
は
残
念
な
が
ら
、
言
葉
と

歴
史
と
詩
の
関
係
に
つ
い
て
は
単
な
る
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
自
体

が
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
そ

の
講
義
に
続
く
一
九
三
四
/
一
一
一
五
年
冬
学
期
講
義
に
端
を
発
す
る
ハ
イ

デ
ガ

i
の
一
連
の
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
解
釈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ル
ダ
l

リ
ン
は
「
詩
人
の
詩
人
」
で
あ
り
(
凸
〉
ω
由民
O
)
、
か
つ
歴
史
の
別
の

元
初
を
創
設
す
る
詩
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
守
札
・

0
〉
吋
伊
お
∞
)
。
実

際
ハ
イ
デ
ガ
!
の
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
解
釈
は
詩
人
な
い
し
は
詩
と
歴
史
の

関
係
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ

i
が
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン

の
詩
の
中
で
も
と
り
わ
け
河
川
の
諸
歌
や
祝
祭
賛
歌
を
好
ん
で
主
題
的

に
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
成
れ
る
。
と
り
わ
け
一
九
四
一
/

四
二
年
冬
学
期
と
一
九
四
二
年
夏
学
期
に
連
続
し
て
行
わ
れ
た
ヘ
ル

ダ
i
リ
ン
講
義
と
そ
の
縮
尺
版
で
あ
る
一
九
四
一
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
論

文
「
追
想
(
〉

ao呉
8
こ
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
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い

る

。

こ

れ

ら

い

て

ハ

イ

デ

ガ

i
は

や

「
イ
ス
タ

i
」
と
い
う
賛
歌
に
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、

さ
ら
に
そ
の
解
釈
の
前
提
に
な
る
も
の
と
し
て
彼
が
考
察
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
が
拙
論
が
主
題
的
に
考
察
す
る
つ
八

O
一
年
一
二

月
四
日
付
の
ヘ
ル
ダ
!
リ
ン
の
ベ

i
レ
ン
ド
ル
ブ
宛
の
手
紙
」
で
あ
る

(
以
下
「
手
紙
」
と
略
記
す
る
)
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
!

リ
ン
は
こ
の
手
紙
に
お
い
て
歴
史
と
詩
作
に
共
通
す
る
「
故
郷
か
ら
離

れ

て

存

在

し

つ

つ

故

郷

に

慣

れ

親

し

む

よ

う

に

な

る

こ

と

(出

2
2
2
V者
O
E
8
5
ロ
5
0
5
2与
問
。
目
)
」
(
凸
〉
印
円

GH)
と
い
う
本

質
原
則
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
(
〈
包
・

0
〉
介
誤
)
。
管
見
に
よ
れ
ば
、

こ
の
手
紙
の
ハ
イ
デ
ガ

i
の
解
釈
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
賛
否
を
関
わ

ず
た
び
た
び
言
及
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
本
質
原
則
と

の
関
連
に
お
い
て
は
ま
だ
十
分
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
(
1
)
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
こ
の
手
紙
の

解
釈
を
通
し
て
こ
の
原
則
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
八

O
一
年
一
二
月
間
自
付
け
の

べ
!
レ
ン
ド
ル
フ
宛
書
簡
の
一
般
的
解
釈

ハ
イ
デ
ガ

i
は
ヘ
ル
ダ
!
リ
ン
の
こ
の
手
紙
を
た
び
た
び
引
用
し
、

考
察
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
解
釈
の
独
自
性
も
あ
り
、
そ
れ

は
に
わ
か
に
は
得
心
の
い
く
も
の
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は

ま
ず
こ
の
手
紙
の
一
般
的
な
解
釈
、
と
り
わ
け
ソ
ン
デ
ィ
に
よ
る
解
釈

を
通
し
て
こ
の
手
紙
の
論
点
を
確
認
し
、
そ
の
後
に
そ
れ
ら
に
関
す
る

ハ
イ
デ
ガ

i
の
解
釈
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
(2)
。

ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
か
ら
ベ

i
レ
ン
ド
ル
ブ
へ
の
手
紙
は
、
ダ

i
ニエ

i

ル
H

ク
リ
ス
ト
ア
H

マ
イ
ヤ

i
家
の
家
庭
教
師
と
し
て
彼
が
ボ
ル
ド
ー

へ
行
く
前
と
ボ
ル
ド
ー
か
ら
帰
っ
た
後
の
二
度
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

内
の
最
初
の
手
紙
が
ハ
イ
デ
ガ
!
の
取
り
上
げ
る
一
八

O
一
年
十
二
月

四
日
付
け
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
は
ベ

i
レ
ン
ド
ル
ブ
の
劇
風
の

牧
歌
「
ブ
エ
ル
ナ
ン
ド
i

芸
術
の
奉
献
』
(
〈
明
日
・
宮
〉
F

H

C
認
内
)
へ
の

賛
辞
か
ら
は
じ
ま
り
、
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
芸
術
論
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
手
紙
は
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
芸
慌
に
対
す
る
見
解
を

示
す
も
の
と
し
て
研
究
者
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。

少
し
長
く
な
る
が
、
こ
の
手
紙
の
拙
論
に
関
連
す
る
部
分
を
引
用
し
て

お
く
。

ウ
:
〕
君
の
『
ブ
エ
ル
ナ
ン
ド
』
は
、
僕
の
絢
を
よ
ほ
ど
明
る
く

し
て
く
れ
た
。
友
人
た
ち
の
進
歩
は
僕
に
は
大
変
良
い
し
る
し

だ
。
僕
た
ち
は
同
じ
運
命
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
が
前
進
す
る
と
、

他
方
も
ま
た
留
ま
っ
た
ま
ま
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

友
よ
。
君
は
精
確
さ
と
優
れ
た
柔
軟
さ
と
に
お
い
て
大
変
上
達

し
、
し
か
も
温
か
さ
を
失
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
名
万
の

よ
う
に
、
君
の
精
神
の
し
な
や
か
さ
は
、
抑
圧
的
な
試
練
の
も
と

で
い
よ
い
よ
そ
の
強
靭
さ
を
発
樺
し
た
。
こ
の
こ
と
に
こ
そ
第
一

に
、
君
に
お
め
で
と
う
と
一
一
出
向
い
た
い
。
民
族
的
回
有
性
(
ふ
E

Z
怠

3
0同
庁
)
の
自
由
な
使
用
ほ
ど
学
ぶ
に
閤
難
な
も
の
は
な
い
。

そ
し
て
、
僕
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
天

上
の
火

(
3
5吋

g
g
臣
5
虫
色
が
自
然
的

(g部
門
口
己
乙
で
あ

る
よ
う
に
、
僕
ら
に
と
っ
て
根
源
的
に
自
然
的
で
あ
る
の
は
ち
ょ

う
ど
叙
述
の
明
断
性

(
E
R
F
2
ふ
R
U
R
2
0口
gm)
で
あ
る
c

ま



さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
か
の
ホ
メ
ロ
ス
の
よ
う
な
精
神

の
現
在
や
叙
述
の
才
能
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
君
自

身
が
実
際
に
確
保
し
た
美
し
い
情
熱
に
お
い
て
[
ド
イ
ツ
人
に
]

引
け
を
と
り
凌
駕
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
逆
説
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
僕
は
再
度
こ
の
こ

と
を
主
張
し
て
、
君
の
検
討
と
使
用
に
供
し
た
い
。
本
来
の
民
族

的
固
有
性
は
文
化
の
進
展
の
中
で
、
次
第
に
長
所
で
は
な
く
な
っ

て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
次
第
に
聖
な
る
パ

ト
ス
に
不
得
手
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
人
に
生
得
的
な

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
、

ホ
メ
ロ
ス
以
来
、
叙
述
の
才
能
に
卓
越
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
非

凡
な
人
物
が
西
欧
的
な
ユ

i
ノ
l
的
冷
静
さ
を
自
分
の
ア
ポ
ロ
ン

的
国
家
の
た
め
に
略
取
し
、
異
質
な
も
の
を
真
実
に
わ
が
も
の
に

す
る
に
十
分
な
だ
け
の
魂
の
充
実
を
も
っ
て
い
た
か
ら
な
の
だ
。

我
々
ド
イ
ツ
人
の
場
合
に
は
こ
れ
が
逆
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に

ま
た
、
た
だ
ひ
た
す
ら
ギ
リ
シ
ア
的
卓
越
性
か
ら
の
み
芸
術
の
諸

規
則
を
抽
出
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
。
僕
は

長
い
間
こ
の
こ
と
に
苦
し
ん
で
き
た
。
そ
し
て
今
わ
か
っ
て
い
る

こ
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
と
我
々
の
も
と
で
最
高
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
も
の
、
す
な
わ
ち
生
き
生
き
と
し
た
関
係
と
巧
み
(
仏
g

Eug任
問
。
〈

2
g
g
s
g仏
凸

2岱
跨
)
を
地
に
し
て
は
、
我
々
は

何
も
の
も
ギ
リ
シ
ア
人
と
同
等
に
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
間
存
の
も
の

S
S
巴∞
80)
は
、
異
質
な
も
の
(
仏
説

明

ggmW)
と

同

様

に

、

よ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

そ
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れ
ゆ
え
ギ
リ
シ
ア
人
は
我
々
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

た
だ
我
々
は
、
我
々
に
国
有
の
も
の
、
民
族
的
国
有
性
に
お
い
て

む
し
ろ
ギ
リ
シ
ア
人
に
及
び
え
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
毘
有
な
も
の
の
自
由
な
使
用
ほ
ど
困
難
な
こ

と
は
な
い
の
だ
か
ら
。
(

3

)

(

史
〉
小
一
点
日
)

先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
手
紙
は
ベ

i
レ
ン
ド
ル
フ
の
進
歩
へ

か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の
進
歩
と
は
「
精
確
さ
と
優
れ
た
柔
軟
さ
と
に
お

い
て
大
変
上
達
し
、
し
か
も
温
か
さ
を
失
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
に

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
進
歩
観
は
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
独
自
の
美
学
的
見
解
に

由
来
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヘ
ル
ダ
!
リ
ン
は
、
「
民
族
的
国
有
性
の
自
由

な
使
用
ほ
ど
学
ぶ
に
困
難
な
も
の
は
な
い
」
か
ら
引
用
館
所
の
最
後
ま

で
の
文
章
で
自
ら
の
芸
術
論
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
と
り
わ
け
一
一
一
つ
の
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
ギ
リ
シ
ア
人
と
ド
イ
ツ
人
の
「
酪
有
な
も
の
」
と
「
異
質
な
も

の
」
が
互
い
に
異
な
り
、
か
っ
そ
の
関
係
が
鏡
像
的
対
照
関
係
に
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
固
有
の
も
の
は
、
異
質
な
も
の

と
同
様
に
、
よ
く
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
最
後
に
、
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
は
ギ
リ
シ
ア
か
ら
離
反
す
る
こ
と
な

し
に
古
典
主
義
を
克
服
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
一
つ

自
の
点
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
引
用
し
た
手
紙
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ

人
に
と
っ
て
富
有
の
も
の
l

「
民
族
的
国
有
性
」
、
「
自
然
的
」
な
も
の
、

「
生
得
的
」
な
も
の
と
も
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
l

は
「
叙
述
の
明
噺
性
」
や
「
精

確
さ
と
優
れ
た
柔
軟
さ
」
や
「
叙
述
の
才
能
」
や
「
西
洋
的
な
ユ
!
ノ
!

的
冷
静
さ
」
な
ど
で
あ
る
の
に
対
し
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
国
有
な
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も
の
は
「
天
上
の
火
」
や
「
温
か
さ
」
、
「
美
し
い
や

パ
ト
ス
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
閤
有
の
も

の
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
に

と
っ
て
異
質
な
も
の
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
国
有
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
ギ
リ
シ
ア
入
と
ド
イ
ツ
人
そ
れ
ぞ
れ
の
毘
有
の
も
の
と
異
質

な
も
の
は
互
い
に
異
な
り
、
か
っ
そ
れ
ら
は
鏡
像
的
対
照
関
係
に
あ
る

こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、
ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
る
古
典
主
義

の
テ

i
ゼ
、
す
な
わ
ち
「
我
々
に
と
っ
て
、
偉
大
に
な
る
た
め
の
、
い

や
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
模
倣
を
許
さ
ぬ
も
の
に
な
る
た
め

の
唯
一
の
道
は
古
代
人
を
模
倣
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(4)
と
い
う
テ
!
ぜ

を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人

と
ギ
リ
シ
ア
人
は
「
共
通
の
根
源
的
根
拠
」
(
盟
〉
弁
N
N
N
)

と
し
て
「
形

作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
形
作
り
、
根
源
的
で
自
然
的
な
も
の
を
完
成

さ
せ
る
こ
と
へ
と
向
か
う
我
々
の
根
源
的
衝
動
」
(
∞
早
弁
N
N
H
)

が
備

わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
他
方
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
と
ド
イ
ツ
の
芸
術

は
異
な
る
自
然
な
い
し
は
国
有
の
も
の
を
も
っ
て
い
る

(
r
g昨

5
胃
)
。
し
た
が
っ
て
、
西
欧
な
い
し
は
ド
イ
ツ
の
芸
術
は
こ
の
根
源

的
議
動
に
従
っ
て
ギ
リ
シ
ア
と
は
異
な
る
方
向
に
向
い
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
も
は
や
古
代
人
を
模
倣
す
る
必
要
は
な
い
し
、
模
倣
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
は
当
時
優
勢
で

あ
っ
た
古
典
主
義
を
克
服
し
、
次
の
よ
う
に
手
紙
に
記
す
こ
と
に
な
る
。

古
典
主
義
の
よ
う
に
「
た
だ
ひ
た
す
ら
ギ
リ
シ
ア
的
卓
越
性
か
ら
の
み

芸
術
の
諸
規
則
を
抽
出
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
こ
と
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
は
古
典
、
正
義
を
克
服
し
、
さ
ら
に
独
自

の
芸
術
論
を
こ
の
手
紙
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
手
紙

か
ら
読
み
取
れ
る
二
つ
目
の
点
、
す
な
わ
ち
「
自
己
閤
有
の
も
の
は
、

異
質
な
も
の
と
同
様
に
、
よ
く
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

主
張
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
我
々
は
異
質
な
も
の
だ
け
で
な
く
国
有
の
も

の
を
同
様
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ヘ
ル
ダ
!
リ
ン
に
よ
れ

ば
、
「
国
有
な
も
の
の
自
由
な
使
用
ほ
ど
難
し
い
も
の
は
な
い
」
。
そ
れ

に
比
べ
、
異
質
な
も
の
は
学
び
易
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
彼

ら
に
と
っ
て
国
有
の
「
美
し
い
情
熱
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
に
引
け
を
と

り
凌
駕
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
逆
に
、
ド
イ
ツ
人
は
彼
ら
に

国
有
な
叙
述
の
才
能
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
人
に
凌
駕
さ
れ
や
す
い
。
そ

の
た
め
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
美
し
い
情
熱
を
学
ぶ
の
を
怠
り
が
ち
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
人
は
叙
述
の
明
噺
さ
を
学
ぶ
の
を
怠
り
が
ち
に
な
る
。
ヘ
ル

ダ
!
リ
ン
は
「
あ
な
た
は
思
う
の
か
・
(
:
・
京
0
5
2円
含

2
8
r

morg---)
」
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

[
・
:
]
つ
ま
り
彼
ら
は
芸
術
の
盟
を

建
設
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
ら
は

祖
国
的
な
も
の
を
お
ろ
そ
か
に
し
、

こ
う
し
て
憐
れ
に
も

ギ
リ
シ
ア
の
問
、
最
も
美
し
い
障
は
、
滅
ん
だ
。
(
∞

F
N一
時
∞
)

こ
こ
に
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
が
異
質
的
な
も
の
を
学
ぶ
こ
と

し
、
彼
ら
に
罰
有
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
を
怠
り
、
次
第
に
没
落
し
て
い
っ

た
様
子
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
閏
が
滅
び
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
彼
ら
は
異
質
な
も
の
だ
け
で
な
く
、
固
有
の
も



詩作と歴史に共通する本質原則とは何か?

の
も
同
時
に
学
、
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

ド
イ
ツ
人
に
も
当
て
は
ま
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ル
ダ
!
リ
ン
が
ベ

i
レ
ン

ド
ル
フ
を
賞
賛
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
彼

は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
「
温
か
さ
」
だ
け
で
な
く
、

彼
ら
に
と
っ
て
臨
有
な
も
の
で
あ
る
「
精
確
さ
と
柔
軟
さ
」
を
手
に
入

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
ヘ
ル
ダ
!
リ
ン
が
ド
イ
ツ
人
と
ギ
ワ
シ
ア
人
に
同
等
の
も

の
と
し
て
手
紙
に
挙
げ
て
い
た
「
生
き
生
き
と
し
た
関
係
と
巧
み
」
も

解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ソ
ン
デ
ィ
は
こ
の
「
生
き
生
き
と
し
た
関

係
」
を
国
有
の
も
の
と
異
質
な
も
の
の
「
調
和
的
対
立

(
E
5
8仲間各。

開口仲間。∞
0
5
0仲
盟
諸
)
」
(
盟
〉
舟

5N)
と
捉
え
、
「
巧
み
」
を
そ
の
調
和

的
対
立
を
詩
に
与
え
る
能
力
と
捉
え
た
(
凶
自
民
汁
ち
∞
リ
ロ
ナ
ロ
∞
)
。

確
か
に
こ
れ
ら
は
、
ド
イ
ツ
と
ギ
リ
シ
ア
の
岡
山
有
な
も
の
と
異
質
な
も

の
に
異
な
る
内
容
が
入
る
と
い
う
点
を
度
外
視
し
て
形
式
的
に
見
る
な

ら
ば
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
構
造
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

両
者
が
没
落
し
な
い
た
め
に
必
要
と
し
て
い
る
も
の
は
、
田
有
の
も
の

と
異
質
な
も
の
を
同
様
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ

そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
の
調
和
的
対
立
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
異
質
な
も
の
だ
け
で
な
く
閤
有
な
も
の

も
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
は
我
々
に
と
っ

て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

ギ
リ
シ
ア
人
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
国
有
な
も
の
で
あ
る
叙
述
の
才
能

に
お
い
て
卓
越
し
て
い
る
の
で
、
ド
イ
ツ
人
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
内
に
そ

の
回
存
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
国
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有
の
も
の
に
自
覚
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て

我
々
は
ヘ
ル
ダ
i
リ
ン
の
三
つ
自
の
、
王
張
に
至
る
。
ソ
ン
デ
ィ
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
「
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
は
吉
典
か
ら
離
反
す
る
こ
と
な
く
、

古
典
主
義
を
克
服
す
る
の
で
あ
る
」
(
∞
自
足
T
H
H
O
)

。
こ
の
よ
う
に
ヘ

ル
ダ

i
リ
ン
は
こ
の
手
紙
に
お
い
て
独
自
の
芸
術
論
を
展
開
し
た
の
で

あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
手
紙
の
解
釈
(5)

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
こ
の
手
紙
の
解
釈
が
、
ソ
ン
ヂ
イ
の
も
の
と
最

も
異
な
る
点
は
、
ソ
ン
デ
ィ
が
手
紙
を
芸
術
論
を
展
開
し
た
も
の
と
み

な
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
手
紙
か
ら
歴
史
と
詩
作

の
本
質
原
則
を
読
み
取
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
守
札
・

0
〉
お
・

5
0
V
5
5
0
こ
れ
は
そ
も
そ
も
ハ
イ
デ
ガ

i
が
芸
掃
の
本
質
は

詩
で
あ
り
(
凸
〉

F
g
)、
か
つ
歴
史
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
基

づ
く
(
出
〉
伊
窃
)
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
解
釈
は
さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
芸
術
を
存
在
か
ら
規
定
し
て
い
る
こ
と
い
て
い
る
。
ハ
イ
デ

ガ
i
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

〈
芸
術
と
は
何
か
〉
に
つ
い
て
の
省
察
は
た
だ
存
在
に
つ
い
て

の
開
い
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
芸
術
は
文
化
の
所
産
の
領
域
と
も
精

神
の
現
出
と
も
み
な
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
存
在
の
意
味
」
が
そ

こ
か
ら
初
め
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
性
起
(
肘
円
。
丹
市
宝
田
)
に
属

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
白
〉
仰
い
1

ω

)

こ
の
よ
う
に
ソ
ン
デ
ィ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
手
紙
を
美
学
的
に
考
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察
し
て
い
る
か
、
存
在
史
的
に
考
察
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
互
い
に

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
こ
の
手
紙
の
解
釈

を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
彼
の
存
在
の
問
い
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え

方
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ガ

i
は
存

在
を
常
に
人
間
と
の
呼
応
関
係
の
内
で
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
存
在

に
は
二
つ
の
根
本
動
向
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
存
在
者
を
開
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
お
の
れ
を
覆
蔵
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

「
[
存
在
の
]
真
理
が
お
の
れ
を
ー
作
品
の
ー
内
へ
と
s

据
え
る
こ
と

お
い
丘
三
5
2君
。
件

lr仲
間
口
仏
母
宅

mE-r件
)
」
(
凸
〉
印
一
戸
)
に
代
表
さ
れ
る
、

「
[
存
在
の
]
真
理
を
存
在
者
の
内
に
蔵
す
る
こ
と
(
問
。
吋
古
品
)
」
と
い

う
根
本
動
向
で
あ
る
(
凸
〉
忠
弘
∞
芦
)
。
こ
れ
に
応
じ
て
、
人
間
に
も

こ
の
存
在
へ
の
つ
の
根
本
的
な
応
じ
方
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は

い
う
応
じ

方
で
あ
り
、
も
う
つ

見
出
し
、
そ
れ
を
た
と
え
ば
作
品
の
内
へ
据
え
よ
う
と
す
る
応
じ
方
で

あ
る
。
た
だ
し
、
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
前
者
の
応
じ
方
が
支
配
的

で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は
自
己
覆
蔵
す
る
存
在
を
「
窮
迫

22)」

と
し
て
経
験
す
る
こ
と
の
な
い
「
窮
迫
の
無
さ

(
Z
o
ま巴
mr§
こ

の

内
に
あ
る
お
〉
h

伊

80)
。
し
か
し
、
我
々
が
こ
の
存
在
の
窮
迫
の
無

さ
を
窮
迫
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
こ
の
後
者
の
応

じ
方
へ
と
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
凸
〉
仏
三
山

c
g
。

以
下
で
は
こ
う
し
た
存
在
と
人
間
の
呼
応
関
係
を
前
提
し
つ
つ
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
手
紙
の
解
釈
を
第
一
節
で
挙
げ
た
三
つ
の
点
か
ら
考

察

し

て

い

き

た

い

。

ま

ず

は

手

紙

で

主

張

さ

れ

て

い

た

つ

目

の

点

、

の

も

の

は

、

異

質

な

も

の

と

、

よ

く

学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

闘
有
な
も
の
は
、
異
震
な
も
の
と
間
様
に
、

よ
く
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

考
察
に
入
る
に
当
た
っ
て
、
我
々
は
ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
!
の
の

も
の
」
と
い
う
一
一
一
日
葉
の
二
義
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の

「
間
有
の
も
の
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
の
使
い
方
は
読
者
に
混
乱
を
招
く
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
の
使
い
方
は
手
紙
の
も
の
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
原
困
は
、
ハ
イ
デ
ガ

i
が
歴
史
や
詩
作
を
先
述
し
た
呼
応
関

係
の
内
で
性
起
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

手
紙
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
国
有
の
も
の
は
「
叙
述
の
明
断

性
」
と
い
う
い
わ
ば
人
間
の
能
力
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
ハ
イ
デ
ガ

i
に
お
い
て
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
存
在
も
ま
た
固

有
の
も
の
と
呼
ば
れ
る
守
也
・

0
〉
お

λ
お
い
ω色
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下

で
は
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
手
紙
に
従
っ
て
前
者
に
の
み
「
固
有
の

も
の
」
と
い
う
語
を
使
う
こ
と
に
し
、
後
者
は
存
在
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る。
で
は
叶
固
有
な
も
の
は
、
異
質
な
も
の
と
向
様
に
、
よ
く
学
ば
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
呼
応
関
係
か
ら
、

実
際
に
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ

i
は
ド
イ

ツ
人
に
掴
有
の
も
の
と
し
て
の
叙
述
の
明
耐
性
を
「
獲
得
さ
れ
た
存
在

者
の
叙
述
の
内
で
存
在
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
(
仏
g

p
a印。ロ
ro同
凶
器
出
号
出
回

3
5
5
仏
R

2
羽
町

r
g
号
D
U
R
2
0出
口
口
問
仏

g

r百
足
g)」
(
凸
〉
ω
P
N記
門
)
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
存
在
を



存

在

者

の

内

に

見

出

し

、

の

叙

述

の

内

に

蔵

す

る

こ

と

が
で
き
る
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
言
う
ま
で
も

な
く
、
こ
の
間
有
な
も
の
は
、
先
述
し
た
存
在
の
根
本
動
向
の
一
つ
、
「
存

在
の
真
理
一
を
存
在
者
の
内
に
蔵
す
る
こ
と
」
と
の
呼
応
関
係
の
内
に
あ

る
。
ま
た
手
紙
に
お
い
て
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
間
有
な
も
の
の
使

用
を
学
ぶ
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
最
も
図
難
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
存
在
は
自
己
を
覆
蔵
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
根
本
動
向
を
も
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
国

有
の
も
の
を
自
由
に
使
用
し
て
い
な
い
守
札
・

0
〉
日
付
同
会
)
。
で
は
ど

う
す
れ
ば
そ
の
自
由
な
使
用
を
学
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ

i
は

次
の
よ
う
に
一
一
一
日
う
。
「
ド
イ
ツ
人
は
彼
ら
に
閤
脊
な
も
の
の
自
由
な
使

用
を
学
ぶ
た
め
に
天
上
の
火
に
撃
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
南
の
関
門
的
。
・
ギ
リ
シ
ア
]
へ
の
出
発
は
避
け
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
」

(凸〉印
ω
一
口
O
)

。
で
は
こ
の
国
有
な
も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
た
め

に
必
要
な
ギ
リ
シ
ア
に
と
っ
て
の
国
有
の
も
の
と
し
て
の
天
上
の
火
と

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
れ
を
「
存
在
全
体
に
撃
た
れ
る

こ
と

S
g
出
。
待
。
向
。
ロ
君
。
a
g
E
B
V
仏
日
∞
O

可同二
5
0
8
N
g
)
」
(
凸
〉
ωゆ一

N
出
)
と
解
釈
し
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
よ
う
に
存
在
全
体
に
撃
た
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
窮
迫
の
無
さ
を
窮
迫
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、

我
々
は
初
め
て
存
在
者
の
叙
述
の
内
で
存
在
を
つ
か
む
と
い
う
可
能
性

の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
固
有
の

も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
た
め
に
異
質
な
も
の
も
十
分
に
学
、
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
の
こ
と
を
「
故
郷
か
ら
離
れ
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つ
つ
故
郷
に
慣
れ
親
し
む
よ
う
に
な
る
こ
と
(
出
2
5
5
V君。

a
g
g

d
口
町
立
呂
田
急
告
白
)
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ハ

イ
デ
ガ
!
は
、
我
々
が
は
じ
め
「
根
源
[
由
。
・
存
在
]
に
近
い
場
所
」

(凸〉
h
r
N
N
)

と
し
て
の
故
郷
か
ら
離
れ
て
存
在
者
の
内
で
存
在
者
と
の

関
わ
り
合
い
に
没
頭
し
、
固
有
の
も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
「
故
郷
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
こ
と
」

と
呼
び
守
札
・

0
〉

a
Lお
門
)
、
逆
に
「
根
源
へ
の
近
さ
に
一
民
る
こ
と
」

(
の
〉
舟
N
ω
)
、
す
な
わ
ち
存
在
に
撃
た
れ
、
存
在
を
窮
迫
と
し
て
経
験

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
有
の
も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
こ
と
を
、

ハ
イ
デ
ガ

i
は
「
帰
郷
(
出

0
5宮
町
こ
な
い
し
は
「
故
郷
に
慣
れ
親

し
む
よ
う
に
な
る
こ
と
」
と
呼
ぶ
か
ら
で
あ
る
(
凸
〉
h
r
H
口
一
白
〉
山
門

5
0
)
0

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
我
々
が
帰
郷
し

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
故
郷
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
こ
と
が
終
わ
り

を
迎
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
凸
〉
印
円
宗
色
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
も
そ
も
帰
郷
は
存
在
者
の
内
に
蔵
さ
れ
て
い
る
存
在
へ
向
か

う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
自
体
は
離
郷
的
に
の
み
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
ハ
イ
デ
ガ
!
の
一
一
一
一
口
う
「
故
郷
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
こ
と
」
の

二
義
性
が
現
れ
て
い
る
(
凸
〉
お
一
広
品
開
)
。
つ
ま
り
、
我
々
は
非
本
来

的
に
離
郷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
者
と
の
関
わ
り
に
没
頭
し
、
存

在
を
窮
迫
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
の
な
い
「
窮
迫
の
無
さ

(
Z急
g仲間
WS)」
に
陥
り
、
他
方
で
本
来
的
に
離
郷
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
存
在
者
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
存
在
に
聴
従

(
N
幻想

E
3私
立
件
目
B

r
B
)
」
(
凸
〉
忠
一
同
町
)
し
、
存
在
を
窮
迫
と
し
て
、
す
な
わ
ち
存
在

の
窮
迫
の
無
さ
を
窮
迫
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
離
郷
的
帰
郷
は
、
非
本
来
的
離
郷
と
本
来
的
離
郷
の
緊
張



96 

関
係
、
す
な
わ
ち
「
対
向
遊
戯

(
O
o
m
8
8区
)
」
(
凸
〉
お
一
同
町
)

で
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
以
上
の
考
察
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
手
紙
の
「
自
「

の
も
の
は
、
異
質
な
も
の
と
同
様
に
、
よ
く
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
こ
と
を
、
存
在
と
の
呼
応
関
係
に
基
づ
い
て
、
対
向
遊
戯

と
し
て
遂
行
さ
れ
る
「
故
郷
か
ら
離
れ
て
存
在
し
つ
つ
故
郷
に
慣
れ
親

し
む
よ
う
に
な
る
こ
と
」
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
解
釈

に
は
な
お
重
大
な
鴎
難
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
離
郷
的
帰
郷
に
お
い
て

は
存
在
者
の
内
に
蔵
さ
れ
て
い
る
存
在
を
窮
迫
と
し
て
経
験
す
る
こ
と

が
本
来
的
離
郷
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
離
郷
先
が
な
ぜ
ギ
リ
シ
ア

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
な
お
不
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在

か
ら
離
れ
て
存
在
者
の
内
で
存
在
す
る
こ
と
が
離
郷
な
の
だ
か
ら
、
そ

の
離
郷
先
が
ホ
メ
ロ
ス
や
ピ
ン
ダ
ロ
ス
や
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
な
ど
の
ギ
リ

シ
ア
的
な
作
品
で
あ
ろ
う
と
、
カ
ン
ト
や
へ

i
ゲ
ル
な
ど
の
ド
イ
ツ
の

作
品
で
あ
ろ
う
と
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
離
郷
的

帰
郷
の
関
心
は
、
た
だ
存
在
者
の
内
に
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
明
断
な
叙
述
の
内
で
っ
か
む
こ
と
が
で
き
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
に
の
み
向
い
て
お
り
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
的
な
存

在
者
か
ど
う
か
は
関
心
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
実
際
ハ
イ
デ
ガ

i
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
に
毘
有
の
も

の
は
「
存
在
全
体
に
撃
た
れ
る
こ
と
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
た
め
、
我
々

は
離
郷
先
を
ギ
リ
シ
ア
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
固
有

の
も
の
の
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
た
め
に
、
我
々
は
ギ
リ
シ
ア
へ
の
出
発

が
必
要
な
の
で
あ
る
。

の
内

こ
う
し
た
問
題
は
さ
ら
に
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
悲
歌
「
パ

の
後
期
異
稿
の
「
こ
の
精
神
は
は
じ
め
に
は
家
に
賠
な
い
」
と
「
コ
ロ

ニ
ー
を
精
神
は
愛
す
る
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
の
解
釈
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る

(
盟
〉
円
。
。
∞
一
白
〉
印
N
一
円
∞
沼
町
内
一
口
〉
切
W
M
g同
一
白
〉
弁
出
向
・
)
。
詩
人
的

精
神
は
は
じ
め
は
家
な
い
し
は
故
郷
に
居
な
い
、
つ
ま
り
存
在
か
ら
離

れ
て
存
在
者
の
内
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
精
神
は
こ
の
よ
う
に

故
郷
か
ら
離
れ
て
コ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
に
滞
在
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
故
郷
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
度
も

言
う
よ
う
で
あ
る
が
、
故
郷
を
離
れ
て
存
在
者
の
内
で
存
在
す
る
こ
と

と
そ
の
離
郷
先
が
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
同
じ
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
(
6
)
O

こ
の
問
題
は
第
一
節
で
挙
げ
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
の
鏡
像
的

対
照
関
係
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ガ

i
の
解
釈
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の

ハ
イ
デ
ガ

l
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
我
々
は
古
典
主
義
と
は
異
な
る
仕

方
で
の
ギ
リ
シ
ア
の
不
可
欠
性
へ
と
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一圃

鏡
像
的
対
照
関
係
と
ギ
リ
シ
ア
の
不
可
欠
性

こ
の
鏡
像
的
対
象
関
係
と
は
ド
イ
ツ
人
の
国
有
な
も
の
が
ギ
リ
シ
ア

人
の
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
の
異
質
な
も
の
が
ギ
リ
シ
ア
人

の
間
有
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー

も
こ
の
関
係
に
つ
い
て
は
認
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
後
者

の
ド
イ
ツ
人
の
異
質
な
も
の
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
国
有
の
も
の
の
関
係
は

前
節
の
最
後
に
挙
げ
た
問
題
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
西
洋
の
歴
史
の
元

初
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
と
の
関
連
で
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
、
以
下
で
は
こ
の
対
関
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
ド
イ
ツ
人
に
異
質
な
も
の
で
あ
り
、

ギ
リ
シ
ア
人
に
は
閤
有
の
も
の
は
「
存
在
全
体
に
撃
た
れ
て
い
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
覆
蔵
と
し
て
の
存
在
は
そ
れ
を
蔵
し
て

い
る
存
夜
者
に
お
い
て
の
み
性
起
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
存
在

の
真
理
を
蔵
し
て
い
る
芥
在
者
の
一
つ
を
ハ
イ
デ
ガ

i
は
作
品
と
呼
ん

で
い
る
。
し
か
し
、
も
し
こ
の
よ
う
に
我
々
が
作
品
を
通
し
て
存
在
に

撃
た
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
作
品
が
ホ
メ
ロ
ス
や
ピ
ン
ダ
ロ
ス
や
ソ

ブ
オ
ク
レ
ス
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
の
作
品
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト

や
ヘ
!
ゲ
ル
な
ど
の
ド
イ
ツ
の
向
国
語
内
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ

れ
が
作
品
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
存
在
に
撃
た
れ
る
こ
と
は
可
能

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
ハ
イ
デ
ガ

i
自
身
も
そ
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
(
凸
〉
日
付
示
内
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
や
ヘ

i
ゲ
ル

の
作
品
に
お
い
て
存
在
を
「
見
出
す
こ
と

(
F
b尽
g)」
(
凸
〉
ωω
一

区
ゆ
)
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
窮
迫
は
、
そ
も
そ
も
の
そ
の
窮
迫
の
源

泉
を
西
洋
の
歴
史
の
元
初
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
に
も
つ
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ

l
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

詩
人

F
。
・
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
]
の
本
質
洞
察
力
は
ギ
リ
シ
ア
の
現

存
在
の
本
質
を
ド
イ
ツ
の
現
存
在
と
の
本
質
的
対
立
に
お
い
て
見

て
い
る
。
詩
人
が
こ
の
本
質
連
関
に
対
す
る
日
を
も
っ
て
い
る
の

は
、
彼
が
存
在
全
体
を
窮
迫
の
根
拠
か
ら
経
験
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
(
凸
〉
ω
P
N
S
・
強
調
は
引
用
者
)
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し
た
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
作
品
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
我
々
は

存
在
に
撃
た
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
窮
迫

は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
淵
源
を
ギ
リ
シ
ア
に
も
つ
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
存
在
に
撃
た
れ
る
こ
と
と
し
て
の
異
質
な
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
に

と
っ
て
固
有
な
も
の
と
な
り
、
故
郷
か
ら
の
離
郷
先
も
ま
た
、
そ
れ
を

根
源
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
ハ
イ
デ
ガ

l
は
、
間
有
の
も
の
の
・
自
由
な
使
用
を
学
ぶ
た
め
に
は
ギ

リ
シ
ア
へ
の
出
発
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
不
可
欠
性
は
古
典
主
義
の
古
代
の
模
倣
と

は
全
く
違
っ
た
よ
り
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
(
凸
〉
ω
P
N
8
一
白
〉
印
W

H
N
F
O
〉
∞
W
5
C
)
。
こ
の
よ
り
根
、
源
的
な
ギ
リ
シ
ア
の
反
復
の
不
可
欠

性
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ガ

i
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

存
在
の
開
い
を
把
握
し
、
そ
の
軌
道
を
一
度
測
り
抜
く
こ
と
を
本

当
に
試
み
た
者
こ
そ
は
、
「
古
代
」
と
そ
の
追
随
と
か
ら
、
も
は

や
何
も
の
も
得
る
こ
と
を
望
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次

の
よ
う
な
恐
る
べ
き
警
告
は
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
問
う
こ
と

を
、
必
然
性
の
問
一
の
根
拠
の
内
へ
や
っ
と
再
び

(ia2)
移

す
よ
う
に
、
と
い
う
警
告
で
あ
る
。
一
:
]
こ
こ
で
「
反
復

(
者
安
問
。
島
。

Mgm)」
と
は
、
同
一
の
も
の
、
す
な
わ
ち
存
在
の
唯

一
性
を
再
び
、
し
た
が
っ
て
ま
た
よ
り
根
源
的
な
真
理
か
ら
窮
迫

と
な
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
再
び
(
者
ぽ
号
円
)
」

と
は
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
、
全
く
別
の
仕
方
で
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
(
広
告
一
寸
ω)

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
は
古
典
主
義
的
な
「
古
代
」

の
追
随
か
ら
は
何
も
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
我
々
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は
ギ
リ
シ
ア
と
同
一
の
も
の
を
反
後
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
同

一
の
も
の
は
、
第
一
節
に
お
い
て
は
「
生
き
生
き
と
し
た
関
係
」
と
し

て
の
調
和
的
対
立
と
こ
の
調
和
的
対
立
を
詩
に
与
え
る
能
力
と
し
て
の

「
巧
み

(
0
2各
昨
ご
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
こ
れ
ら
を
十
分
に
規
定
し
て
は
い
な
い
が
(
凸
〉
介

5
S
、
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
こ
の
間
一
の
も
の
は
次
の
よ
う

に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
調
和
的
対
立
と
解
釈

さ
れ
て
い
た
も
の
は
離
郷
的
帰
郷
の
内
に
存
す
る
非
本
来
的
離
郷
と
本

来
的
離
郷
の
間
の
「
対
向
遊
戯
」
と
し
て
、
そ
し
て
「
巧
み
」
と
解
釈

さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
対
向
遊
戯
の
根
拠
と
し
て
の
存
在
を
表
す
「
歴

運

(cgcE兵
)
」
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(
〈
札
・

0
〉
弁
∞
吋
)
。
ま
た
こ
の
歴
運
は
ソ
ン
デ
ィ
が
捉
え
て
い
た
よ
う
に
、
対

向
遊
戯
を
作
品
へ
と
蔵
す
る
た
め
の
「
巧
み
」
と
い
う
側
面
も
備
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
、
ぜ
な
ら
、
歴
運
は
お
の
れ
を
作
品
の
内
に
蔵

す
る
と
い
う
根
本
動
向
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
お
〉
伊
お
円
)
。

こ
の
両
者
は
手
紙
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
と
ギ
リ
シ
ア

が
共
通
に
も
っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
同
一
の
も
の
(
ふ
S

F
5
0
)
」
(
凸
〉
お

L
a
)
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
同
一
の
も
の
は
ド

イ
ツ
と
ギ
リ
シ
ア
が
叙
述
す
べ
き
も
の
、
詩
作
す
べ
き
も
の
と
し
て
共

通
に
も
つ
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
例
証
と
し
て
ハ
イ
デ
ガ

i
が
ヘ
ル

ダ
i
リ
ン
の
賛
歌
「
イ
ス
タ
!
」
と
ソ
ブ
ォ
ク
レ
ス
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ

i

の
コ
ロ
ス
を
解
釈
し
た
後
に
言
っ
て
い
る
次
の
よ
う
な
言
葉
が
挙
げ
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
「
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
コ
ロ
ス
と
ヘ
ル
ダ

i
リ
ン
の
河
川

歌
は
同
一
の
も
の
を
詩
作
し
て
い
る
」
(
凸
〉
お
一
回
ω)
。

し
か
し
他
方
で
、
手
紙
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
人

と
ド
イ
ツ
人
は
向
一
の
も
の
に
依
拠
し
つ
つ
互
い
に
異
な
る
閤
有
の
も

の
へ
と
帰
郷
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
デ
ガ

i
は

先

ほ

ど

の

あ
と
に
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

し
か
し
二
人
の
詩
人
は
ま
さ
に
同
一
の
も
の
(
倉
田
∞
0
8
0
)

を
詩

作
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
同
等
の
こ
と
(
仏
8
2
0
5
Z
)
を
詩
作

し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
同
一
の
も
の
は
本

質
的
に
多
様
で
あ
る
こ
と
の
内
で
の
み
向
一
の
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
の
多
様
さ
は
ギ
リ
シ
ア
人
と
ド
イ
ツ

人
の
そ
の
都
度
別
々
の
歴
史
的
人
間
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
人

間
性
の
歴
史
的
多
様
さ
の
根
拠
は
ギ
リ
シ
ア
人
と
ド
イ
ツ
人
が
そ

れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の

仕
方
で
故
郷
に
積
れ
親
し
む
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
最
初
は
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
方
で
故
郷
か
ら
離
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼

ら
は
唯
一
の
根
拠
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
存
在
者
の

直
中
に
存
在
し
つ
つ
存
在
者
へ
と
関
わ
り
合
い
、
存
在
者
の
内
で

自
己
を
保
つ
の
で
あ
る
。
(
凸
〉
忠
一
目
ω)

我
々
は
こ
の
よ
う
に
離
郷
的
帰
郷
の
対
向
遊
戯
と
そ
の
根
拠
と
し
て

の
歴
運
と
い
う
点
で
ギ
リ
シ
ア
人
と
問
一
の
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
を
反
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
国
有
の
も
の
に
向
か
っ
て
離
郷
存
在
し
つ
つ
帰
郷
し

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
反
復
は
ギ
リ
シ
ア
と
は
全
く
別
の
仕
方
で
あ

り
、
よ
り
根
源
的
な
真
理
か
ら
そ
の
同
一
の
も
の
を
窮
迫
と
し
て
経
験
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Was ist das Wesensgesetz des Dichtens und der Geschichte? 
Heideggers Auslegung von Hölderlins Brief an Böhlendorff 

Hideyuki Maruyama 

Der spätere Heidegger bedenkt die Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache im 

Bezug zur Dichtung und zur Geschichte. Daher müssen wir auch nach dem Wesen der 

Dichtung und der Geschichte, um des Fragens nach dem Wesen der Sprache willen, fragen. 

Unsere leitende Frage ist dann: Was ist denn das Wesensgesetz des Dichtens und der 

Geschichte. Nach Heidegger ist dieses Wesensgesetz das Heimischwerden im Unheimischsein, 

worum es sich in Hölderlins Brief an Böhlendorff am 4. 12. 180l. handelt 

Die drei folgenden Meinungen werden in diesem Briefbehauptet : erstens das Eigene und 

das Fremde der Deutschen lernen zu müssen, zweitens das Fremde der Deutschen gleich mit 

dem Eigenen der Griechen zu setzen, und drittens die Griechen für die Deutschen 

unentbehrlich in ganz anderer Weise als im Klassizismus zu erkennen. Wir versuchen das 

Heimischwerden im Unheimischsein aus diesen drei Meinungen herauszuzeichnen. 

Erstens. Heidegger legt das Eigene der Deutschen als jene Klarheit der Darstellung aus, 

die das Fassenkönnen des Seins in der erwirkenden Darstellung des Seienden, d.h. das 1ns

Werk-Setzen der Wahrheit des Seins bedeutet, und ihr Fremdes als jenes Feuer des Himmels, 

das das Betroffenwerden durch das Sein im Ganzen als Not bedeutet. Wir müssen auch das 

Fremde um des freien Gebrauch des Eigenen willen lernen. Denn um des Heimischwerdens im 

Eigenen willen müssen wir das Sein als Not im Werk erfahren, weil wir am Anfang nicht 

heimisch d.h. unheimisch im Eigenen sind. Wir müssen gerade deswegen uns beim das Fremde 

bergenden Werk im Unheimischsein aufualten und das Fremde lernen. So bedeutet das Lernen 

vom Eigenen und Fremden das Heimischwerden im Unheimischsein. 

Zweitens ist das Fremde der Deutschen gleich mit dem Eigenen der Griechen. Denn das 

Fremde der Deutschen bedeutet das Betroffenwerden durch jene Not des Seins, deren Grund 

ursprünglich fern aus dem Griechischen als Anfang der abendländischen Geschichte stammt. 

Drittens überwindet das Heimischwerden im Unheimischsein den Klassizisumus als die 

Nachahmung der Alten, weil die Deutschen heimisch in seinem anderen Eigenen als im 

Griechischen werden müssen. Aber trotzdem ist das Griechische ihm in anderer Weise als im 

Klassizismus unentbehrlich, weil wir im Unheimischsein das Sein aus dem Gnmd der Not 

erfahren müssen. 

(Doktorand an der Universität Kyoto) 




