
一

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

大

川
　

勇

　

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
﹃
西
洋
の
没
落
﹄︵
一
九
一
八
︱
二
二
︶
は
、
壮
大
な
構
想
で
奇
体
な
史
観
を
語
っ
た
異
形
の
書
で
あ
る
。
奇
書
と

呼
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
こ
の
書
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
、
社
会
現
象
に
な
る
ほ
ど
の
注
目
を
浴
び
た
の

は
、
な
ぜ
か
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
の
末
期
に
あ
た
る
一
九
一
八
年
四
月
に
ヴ
ィ
ー
ン
の
ブ
ラ
ウ
ミ
ュ
ラ
ー
社
か
ら
出
た
第
一
巻
が
、
な
に
よ
り
も
そ
の
セ

ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
表
題
で
、
約
半
年
後
に
大
戦
の
敗
北
を
迎
え
た
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
の
心
を
と
ら
え
た
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
二
二
年
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
Ｃ
・
Ｈ
・
ベ
ッ
ク
社
か
ら
出
た
第
二
巻
が
、
都
市
と
知
性
に
対
す
る
土
地
と
民
族
の

優
越
を
説
く
そ
の
文
明
観
、
国
家
観
に
よ
っ
て
、
当
時
世
界
で
最
も
進
歩
的
と
い
わ
れ
た
憲
法
を
有
す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
民
主
主
義

体
制
に
な
じ
め
な
い
保
守
派
な
い
し
保
守
革
命
派
の
共
感
を
得
た
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
に
く
わ
え
て
も
う
ひ
と

つ
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
語
る
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
き
わ
め
て
奇
体
な
歴
史
観
が
、
い
た
っ
て
簡
潔
な
図
式
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
、
読
者
獲
得
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

読
み
や
す
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
マ
ニ
ア
ッ
ク
と
も
い
え
る
膨
大
な
知
識
を
振
り
か
ざ
し
、
大
胆
な
類
推
と
飛
躍
す
る
論
理
を
駆
使



二

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

し
て
諸
文
化
の
栄
枯
盛
衰
を
論
じ
る
こ
の
全
二
巻
の
大
著
を
最
後
ま
で
読
み
と
お
す
の
は
、
そ
の
大
言
壮
語
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
も
な
お
、
少

な
か
ら
ぬ
労
苦
を
と
も
な
う
作
業
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
こ
の
奇
書
の
歴
史
観
の
中
心
に
あ
る
基
本
テ
ー
ゼ
を
抽
出
す
れ
ば
、
そ
れ
は

︱
納
得
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て

︱
少
な
く
と
も
図
式
的
に
は
明
快
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
テ
ー
ゼ
と
は
、
以
下
の
三
点
に
要
約
で

き
る
。

テ
ー
ゼ
一　

世
界
史
を
「
古
代
︱
中
世
︱
近
代
」
の
シ
ェ
ー
マ
で
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
シ
ェ
ー
マ
か
ら
は
イ
ン
ド
や
中
国
の

歴
史
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
し
、
な
に
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
古
代
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
歴
史
的
連
続

体
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い︶

1
︵

。

テ
ー
ゼ
二　

世
界
史
を
構
成
す
る
の
は
、
イ
ン
ド
文
化
、
バ
ビ
ロ
ン
文
化
、
エ
ジ
プ
ト
文
化
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
、
中
国
文
化
、

ア
ラ
ビ
ア
文
化
、
メ
キ
シ
コ
文
化
、
西
洋
文
化
と
い
う
八
つ
の
高
度
文
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
高
度
文
化
は
、
い
ず
れ
も

有
機
体
と
し
て
独
自
の
型
を
も
つ
一
個
の
独
立
し
た
文
化
で
あ
っ
て
、
相
互
に
関
連
を
も
た
な
い︶

2
︵

。

テ
ー
ゼ
三　

有
機
体
と
し
て
の
個
々
の
高
度
文
化
は
、
相
互
に
関
連
は
も
た
な
い
も
の
の
、
同
じ
栄
枯
盛
衰
の
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
。
ひ

と
つ
の
文
化
は
、
ひ
と
り
の
人
間
の
生
の
よ
う
に
「
幼
年
期
︱
青
年
期
︱
壮
年
期
︱
老
年
期
」
と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
、

生
ま
れ
、
成
長
し
、
衰
え
、
死
ぬ
運
命
に
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
然
界
の
季
節
の
移
ろ
い
の
よ
う
に
「
春
︱
夏
︱
秋
︱
冬
」

と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
、「
文
化
」
か
ら
「
文
明
」
へ
と
推
移
す
る
。「
文
化
」
と
は
「
成
る
も
の
」︵das W

erden

︶

す
な
わ
ち
生
成
で
あ
り
、「
文
明
」
と
は
「
成
っ
た
も
の
」︵das G

ew
ordene

︶
す
な
わ
ち
硬
直
で
あ
る︶

3
︵

。 

ど
う
だ
ろ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
直
線
で
結
ぶ
「
古
代
︱
中
世
︱
近
代
」
の
歴
史
シ
ェ
ー
マ
を
否
定
す
る



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

三

「
テ
ー
ゼ
一
」
と
い
い
、
世
界
史
に
存
在
し
た
八
つ
の
高
度
文
化
を
等
価
な
も
の
と
見
な
す
「
テ
ー
ゼ
二
」
と
い
い
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
史
観
を
く
つ
が
え
す
鮮
烈
な
破
壊
力
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
の
高
度
文
化
の
生
成
と
硬
化
を
運
命
と
し
て
語
っ
た
「
テ
ー
ゼ
三
」
に
い

た
っ
て
は
、
人
間
の
一
生
お
よ
び
四
季
の
め
ぐ
り
を
喩
え
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
き
わ
め
て
俗
耳
に
入
り
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
と
中
世
・
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
的
連
続
性
を
絶
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
九
世
紀
以
来
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
的
後
継
者
を
自
任
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
に
は
ほ
ん
ら
い
是
認
さ
れ
に
く
い
考
え
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
第
一
次
世
界

大
戦
の
敗
戦
後
と
い
う
時
代
の
精
神
的
状
況
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
﹃
非
政
治
的
人
間
の
考
察
﹄︵
一
九
一
八
︶
を
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
愛
国
的
な
ド
イ
ツ
知
識
人
に
と
っ
て
、
第

一
次
大
戦
は
ド
イ
ツ
の
「
文
化
」
と
西
欧
の
「
文
明
」
と
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
争
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
熱
狂
し
た
知
識
人
に
と
っ

て
は
、
ド
イ
ツ
文
化
の
優
位
性
を
確
証
す
る
た
め
の
戦
争
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
敗
戦
は
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
ド
イ
ツ
文
化
の
敗
北
を

意
味
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る︶

4
︵

。
そ
の
よ
う
な
精
神
的
状
況
下
、
み
ず
か
ら
の
文
化
の
優
位
性
を
確
信
で
き
な
い
立
場
に
追
い
こ

ま
れ
た
ド
イ
ツ
人
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
精
神
的
後
継
者
と
い
う
自
負
も
、
戦
中
、
戦
前
ほ
ど
の
強
さ
を
持
ち
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
い
か
な
る
高
度
文
化
も
や
が
て
「
老
年
期
」
＝
「
冬
」
を
迎
え
て
滅
び
る
と
い
う
運
命
史
観
を
説
い
た
「
テ
ー
ゼ
三
」
も
、
敗
戦
後

の
ま
さ
に
滅
び
の
風
景
の
中
に
立
ち
尽
く
す
ド
イ
ツ
人
に
、
一
種
の
︿
滅
び
の
美
学
﹀
と
し
て
心
理
的
な
慰
め
を
与
え
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
。
と
り
わ
け
、
第
一
次
大
戦
を
ド
イ
ツ
の
「
文
化
」
と
西
欧
の
「
文
明
」
の
戦
い
と
位
置
づ
け
て
い
た
人
々
に
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
ド

イ
ツ
の
敗
北
を
「
文
化
」
の
不
可
避
の
滅
び
と
い
う
運
命
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
く
作
用
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な

精
神
的
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、﹃
西
洋
の
没
落
﹄
の
基
本
テ
ー
ゼ
は
、
い
か
に
も
明
快
で
わ
か
り
や
す
い
思
考
枠
を
提
供
し
た
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

四

　

そ
の
よ
う
な
明
快
な
図
式
に
支
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹃
西
洋
の
没
落
﹄
に
は
明
快
な
ら
ざ
る
言
葉
が
ひ
と
つ
、
核
概
念
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
。「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」︵faustisch

︶
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

古
典
古
代
の
魂
が
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
よ
っ
て
五
四
〇
年
頃
に
、
計
量
可
能
な
数
と
い
う
、
そ
の
ア
ポ
ロ
ン
的
数
の
着
想
に
た
ど
り
着
い

た
と
す
れ
ば
、
西
洋
の
魂
は
デ
カ
ル
ト
と
そ
の
世
代
︵
パ
ス
カ
ル
、
フ
ェ
ル
マ
ー
、
デ
ザ
ル
グ
︶
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
に
対
応

す
る
時
期
に
、
無
限
に
対
す
る
熱
烈
な
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
偏
愛
か
ら
生
ま
れ
た
、
あ
る
数
の
理
念
を
発
見
し
た︶

5
︵

。

第
一
巻
第
一
章
「
数
の
意
味
に
つ
い
て
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、「
テ
ー
ゼ
三
」
の
図
式
ど
お

り
で
、
明
快
で
あ
る
。
ど
の
高
度
文
化
に
も
「
春
」「
夏
」
と
い
う
「
生
成
」
の
時
が
あ
り
、
と
り
わ
け
「
夏
」
の
時
期
に
は
、「
精
神
」「
芸
術
」

「
政
治
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
飛
躍
的
な
成
長
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
考
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

各
々
の
時
期
に
は
異
な
る
高
度
文
化
間
で
同
じ
位
相
の
出
来
事
が
「
同
時
的
」︵gleichzeitig

︶
に
起
こ
る
、
と
も
主
張
さ
れ
て
い
た︶

6
︵

。
つ

ま
り
、「
精
神
」
領
域
の
一
分
野
で
あ
る
数
学
に
関
し
て
い
え
ば
、
古
典
古
代
＝
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
で
は
、「
夏
」
に
あ
た
る
紀
元
前

五
四
〇
年
頃
に
「
新
し
い
数
学
の
形
成
」
が
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
西
洋
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
お
い
て
も
、「
夏
」
に
当
た

る
一
六
三
〇
年
頃
に
、
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
、
フ
ェ
ル
マ
ー
ら
に
よ
っ
て
同
じ
位
相
の
「
新
し
い
数
学
の
形
成
」
が
「
同
時
的
」
に
行
わ

れ
た︶

7
︵

、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
、「
ア
ポ
ロ
ン
的
数
」
と
か
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
偏
愛
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
一
応
は
「
テ
ー
ゼ
二
」
の

図
式
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
世
界
史
を
構
成
す
る
八
つ
の
高
度
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
、
右
に
述

べ
た
文
化
間
の
対
応
関
係
と
は
別
に
、
有
機
体
と
し
て
の
独
自
の
型
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
高
度
文
化
に
固
有
な
「
世
界
感
情
」



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

五

︵W
eltgefühl

︶
の
表
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
々
の
高
度
文
化
は
「
精
神
」「
芸
術
」「
政
治
」
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
み
ず
か
ら
の
「
世

界
感
情
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
世
界
感
情
」
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
の
場
合
は
「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
と
呼
ば
れ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
の
場
合
に
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
精
神
」
領
域
に
お
け
る
「
数
」︵Z

ahl

︶
に
関
し
て
い
え
ば
、「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
数
は
「
分
量
」︵M

aß

︶
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
あ

ら
ゆ
る
感
覚
的
に
把
握
し
う
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
物
の
本
質
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

︵Jetzt und H
ier

︶

に
激
し
く
向
か
う
魂
の
世
界
感
情
」
で
あ
る
、
と︶

8
︵

。
対
す
る
に
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
数
は
「
関
数
」︵Funktion

︶
で
あ
っ
て
、「
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

」

に
限
定
さ
れ
な
い
「
無
限
空
間
」
を
志
向
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
感
覚
的
に
把
握
し
う
る
も
の
が
そ
の
限
定
性
の
ゆ
え
に
「
二
級
の

現
実
」
と
見
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
無
限
の
彼
方
に
激
し
く
向
か
う
「
世
界
感
情
」
で
あ
る︶

9
︵

。
具
体
的
に
言
お
う
。「
古
典
古
代
の
精
神
に
と
っ

て
、
一
と
三
の
間
に
は
た
だ
ひ
と
つ

0

0

0

の
数
し
か
存
在
し
な
い
が
、
西
洋
の
精
神
に
と
っ
て
は
無
限
の
量
の
数
が
存
在
す
る︶

10
︵

」 

。「
ア
ポ
ロ
ン
的
」

数
学
が
「
把
握
し
う
る
感
覚
的
な
も
の
、
現
前
す
る
も
の
の
解
体
に
対
す
る
深
い
形
而
上
学
的
不
安
」
か
ら
、
一
、二
、三
⋮
⋮
と
い
う
自
然

数
に
の
み
固
執
し
、
幾
何
学
と
算
術
の
「
防
壁
」
を
築
い
て
そ
の
内
部
に
立
て
こ
も
っ
た
と
す
れ
ば︶

11
︵

、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
数
学
は
、
防
壁

の
外
に
広
が
る
「
無
限
空
間
」
に
飛
び
だ
し
、
虚
数
、
複
素
数
、
無
限
級
数
、
対
数
、
微
分
幾
何
学
、
定
積
分
、
不
定
積
分
と
い
っ
た
、
感

覚
的
に
は
把
握
で
き
な
い
「
超
越
的
」
な
数
の
世
界
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る︶

12
︵

。

　

両
者
の
対
比
は
わ
か
る
。
少
な
く
と
も
図
式
的
対
立
と
し
て
は
理
解
で
き
る
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
を
「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
と
呼
ぶ
の

も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
﹃
悲
劇
の
誕
生
﹄︵
一
八
七
二
︶
に
お
け
る
「
ア
ポ
ロ
ン
的
な
る
も
の
」
と
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
る
も
の
」
の
対
比

を
思
い
起
こ
せ
ば︶

13
︵

︱
︱
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
の
定
義
と
必
ず
し
も
す
べ
て
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ

︱
さ
ほ
ど
違

和
感
は
な
い
。
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
少
な
か
ら
ぬ
違
和
感
が
あ
る
。
普
通
の
感
覚

で
は
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
い
う
言
葉
で
ま
っ
さ
き
に
連
想
す
る
の
は
ド
イ
ツ
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
中
世
・
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

六

パ
文
化
全
体
を
包
括
的
に
表
示
す
る
ラ
ベ
ル
と
し
て
採
用
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
、
シ
ュ
ペ

ン
グ
ラ
ー
は
そ
れ
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
」
に
固
有
な
「
世
界
感
情
」
を
あ
ら
わ
す
名
称
と
し
て
用
い
た
の
か
。

　

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
い
う
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の
の
定
義
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
形
容
詞
を
シ
ュ
ペ

ン
グ
ラ
ー
は
し
ば
し
ば
「
魂
」︵Seele

︶
と
い
う
名
詞
と
結
び
あ
わ
せ
て
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
魂
」
と
言
う
の
だ
が
、
そ
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
魂
」

に
つ
い
て
、
第
一
巻
第
三
章
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
原
象
徴
は
、
純
粋
な
無
限
空
間
で
あ
り
、
そ
の
「
肉
体
」︵L

eib

︶
は
、
十
世
紀
に
お
け
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
誕
生
と
と
も
に

エ
ル
ベ
川
と
タ
ホ
川
の
間
の
北
方
平
原
に
花
開
い
た
西
洋
文
化
で
あ
る︶

14
︵

。

「
エ
ル
ベ
川
と
タ
ホ
川
の
間
の
北
方
平
原
」
と
い
う
と
、
地
理
的
に
は
当
時
の
東
西
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
包
摂
し
た
あ
た
り
で
、
現
在
の
ド
イ

ツ
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
を
経
て
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
北
半
分
に
相
当
す
る
地
域
で
あ
る
。
そ
う
し
た
地
理
的

限
定
を
し
た
う
え
で
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
、「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
な
る
も
の
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の
を
列
挙
し
て

い
く
の
だ
が
、
そ
の
リ
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

︻
ア
ポ
ロ
ン
的
︼

裸
体
の
彫
像

機
械
的
静
力
学

オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
神
々
の
感
覚
的
祭
祀

︻
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
︼

フ
ー
ガ
の
技
法

ガ
リ
レ
イ
の
動
力
学

カ
ト
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
義
学



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

七

イ
タ
リ
ア
の
ガ
リ
レ
イ
や
ダ
ン
テ
、
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の
の
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

先
に
述
べ
た
地
理
的
限
定
が
そ
れ
ほ
ど
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
の
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
が
述
べ
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の
の
定
義
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
的
で
あ
る
の
は
、
き
わ
め
て
深
い
意
識
を
も
っ
て
内
面
生
活
と
し
て
営
ま
れ
る
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
生
存
在

︵D
asein

︶
で
あ
り
、
ま
た
、
回
想
、
省
察
、
回
顧
・
展
望
、
良
心
か
ら
な
る
、
す
ぐ
れ
て
個
を
重
ん
じ
る
文
化
で
あ
る︶

16
︵

。

補
足
す
れ
ば
、
対
照
項
で
あ
る
「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
な
も
の
は
、「
自
我
をσῶ

μα

︵
身
体
︶
と
呼
び
、ὄνοµα σώ

µατος

︵
身
体
の
名
前
︶

の
こ
と
を
個
性
の
名
前
と
し
て
語
る
、
内
面
の
発
展
と
い
う
観
念
︵
⋮
⋮
︶
を
知
ら
な
い
ギ
リ
シ
ア
人
の
生
存
在
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
い
う
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の
は
、「
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

」
に
あ
る
身
体
的
な
も
の
に
留
ま

り
つ
づ
け
る
「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
な
も
の
と
は
対
照
的
に
、
き
わ
め
て
内
面
的
、
自
省
的
な
精
神
が
、
自
己
の
生
成
な
い
し
成
長
を
求
め
て
世

政
治
的
に
ば
ら
ば
ら
な
ギ
リ
シ
ア
諸
都
市

オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
宿
命

男
根
の
象
徴

個
々
の
物
体
を
鋭
い
線
、
輪
郭
で
区
切
る
絵
画
︵
ポ
リ
ュ

グ
ノ
ト
ス
の
フ
レ
ス
コ
画
︶

内
閣
政
治
を
行
う
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
大
王
朝

リ
ア
王
の
運
命

聖
母
マ
リ
ア
の
理
想
像
︵
ダ
ン
テ
の
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
か

ら
フ
ァ
ウ
ス
ト
第
二
部
の
結
末
に
至
る
ま
で
の
︶

光
と
影
で
空
間
を
構
想
す
る
絵
画
︵
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
油

絵︶
15
︵

︶



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

八

界
を
無
限
に
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
を
表
出
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
精
神
」「
芸
術
」「
政
治
」

の
領
域
で
ど
の
よ
う
な
独
自
の
あ
り
方
を
見
せ
た
の
か
、
以
下
、
具
体
的
に
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
は
じ
め
に
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
魂
の
故
郷
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
無
限
の
孤
独
」
な
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
北
欧
神
話
に

お
け
る
オ
ー
デ
ィ
ン
の
宮
殿
ヴ
ァ
ル
ハ
ラ
は
、「
目
覚
め
つ
つ
あ
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
魂
」
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ど
こ
か

安
定
し
た
場
所
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
感
覚
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
彼
方
の
、
遙
か
な
暗
い
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
地
方
」
を
浮
遊
し
て
い
る
。

ヴ
ァ
ル
ハ
ラ
は
た
だ
、「
非
社
交
的
な
神
々
と
英
雄
た
ち
」
と
と
も
に
「
孤
独
の
途
方
も
な
い
象
徴
」
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ

ル
ハ
ラ
だ
け
で
は
な
い
。
西
洋
文
化
に
登
場
し
た
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
、
パ
ル
ツ
ィ
ヴ
ァ
ル
、
ト
リ
ス
タ
ン
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は

「
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
中
で
最
も
孤
独
な
主
人
公
た
ち
」
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
の
﹃
パ
ル
ツ
ィ
ヴ
ァ
ル
﹄
か
ら
は
「
内
面
生
活
の
目
覚
め
」

の
物
語
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
森
へ
の
憧
れ
」「
謎
め
い
た
共
苦
」「
名
づ
け
よ
う
の
な
い
寄
る
辺
な
さ
」
は
、

そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る︶

17
︵

。

　

こ
の
よ
う
に
「
孤
独
」
を
故
郷
と
す
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
魂
」
が
生
き
る
の
は
、「
深
い
真
夜
中
」
で
あ
る
。「
ア
ポ
ロ
ン
的
」
時
間
が
牧

羊
神
の
ま
ど
ろ
む
真
昼
だ
と
す
れ
ば
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
人
間
は
深
夜
思
い
に
耽
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
真
夜
中
に
書
斎
で
も
の
思
い
に
沈
み
、

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
銅
版
画
に
夜
を
刻
み
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
そ
の
音
色
を
深
い
夜
の
中
に
溶
け
こ
ま
せ
る︶

18
︵

。

　

孤
独
と
夜
を
好
む
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
魂
」
は
、
し
か
し
死
を
友
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
「
つ
か
み
か
か
る
情
熱
」
が
あ
り
、
そ

れ
が
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
人
間
を
「
地
上
的
な
も
の
か
ら
身
を
解
き
放
ち
、
彼
方
の
空
間
に
分
け
入
ろ
う
」
と
す
る
行
動
へ
と
駆
り
た
て
る
。

翼
部
を
大
き
く
広
げ
た
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
は
、
そ
の
よ
う
な
情
熱
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る︶

19
︵

。

　

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
見
ら
れ
た
「
空
間
的
超
越
へ
の
意
志
」
は
、
音
楽
に
お
い
て
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
「
多
声
的
器
楽
曲
」︵die 

polyphone Instrum
entalm

usik

︶
を
生
み
だ
し
た
。
そ
の
頂
点
に
立
つ
の
は
、
弦
楽
四
重
奏
曲
に
代
表
さ
れ
る
室
内
楽
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
ン



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

九

グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
音
楽
」
が
み
ず
か
ら
の
た
め
に
作
り
出
し
た
楽
器
の
中
で
「
最
も
高
貴
な
楽
器
」

で
あ
り
、「
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
あ
る
い
は
イ
タ
リ
ア
の
大
作
曲
家
た
ち
の
作
品
に
お
い
て
︵
⋮
⋮
︶
言
い

よ
う
も
な
い
ほ
ど
憧
れ
に
み
ち
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
旋
律
の
一
節
が
孤
独
に
、
そ
し
て
嘆
く
よ
う
に
空
間
を
さ
ま
よ
う
と
き
」、
そ
の
音
楽

は
他
の
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
上
に
君
臨
す
る
も
の
と
な
る︶

20
︵

。

　

ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
音
楽
に
高
い
評
価
を
あ
た
え
る
一
方
で
、
同
じ
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
文
化
の
構
成
要
素
で
あ
る
は
ず
の
ル
ネ
サ
ン
ス
へ

の
評
価
は
低
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
が
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
の
「
復
興
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
が
「
フ
ー
ガ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

森
の
音
楽
の
精
神
に
対
す
る
反
抗

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
は
「
理
念
の
深
さ
」
も
「
現
象

の
深
さ
」
も
な
か
っ
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
が
「
新
し
い
魂
の
存
在
か
非
在
か
」
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
は
「
趣
味
の
問
題
」
に

留
ま
り
つ
づ
け
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
も
ま
た
「
ゴ
シ
ッ
ク
の
指
示
し
た
空
間
の
建
築
」
に
も
っ
ぱ
ら
携
わ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
の
空

間
の
息
吹
、
明
晰
で
穏
や
か
な
静
け
さ
が
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
と
は
逆
で
、
北
方
の
荒
々
し
い
激
し
さ
と
は
異
な
り
、
つ

ま
り
は
南
方
風
の
、
陽
気
で
、
暢
気
で
、
だ
ら
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た︶

21
︵

」。
一
九
二
三
年
の
改
訂
版
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
に
は
、
こ
れ

に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
註
が
あ
ら
た
に
付
さ
れ
て
い
る
。「
そ
れ
︵
＝
ル
ネ
サ
ン
ス
の
運
動 ［
筆
者
註
］︶
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
イ
タ
リ
ア
的

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︱
︱
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
・
ゴ
シ
ッ
ク
で
も
あ
る
の
だ
︱
︱
純
粋
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
的
で
も
あ
る︶

22
︵

」。

　

ど
う
だ
ろ
う
。
西
洋
文
化
の
別
名
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
文
化
が
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
内
部
分
裂
を
起
こ
し
、
ゴ
シ
ッ
ク

対
ル
ネ
サ
ン
ス
の
抗
争
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、「
空
間
的
超
越
へ
の
意
志
」
で
あ
り
、「
フ
ー
ガ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
森
の
音
楽

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
精
神

0

0

0

」
で
あ
り
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
ン
グ
の
「
北
方
の
荒
々
し
い
激
し
さ
」
で
あ
る
ゴ
シ
ッ
ク
を
規
準
と
し
て
、「
イ
タ

リ
ア
的
」
で
「
南
方
風
」
の
ル
ネ
サ
ン
ス
を
批
判
す
る
と
い
う
形
式
で
。
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
も
の
は
、
ど
う
み

て
も
西
洋
文
化
全
体
を
包
摂
す
る
も
の
で
は
な
い
。
北
方
的
、
ド
イ
ツ
的
な
も
の
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
る
。



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
〇

　

振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
こ
こ
ま
で
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
し
て
挙
げ
て
き
た
も
の
は
、
ど
れ
も
か
な
り
ド
イ
ツ
的
な
傾
き
を
帯
び
て
は
い

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
取
り
あ
げ
た
数
学
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
、「
純
粋
な
無
限
空
間
」
を
象
徴
と
し
、「
フ
ー
ガ
の
技
法
」
を

自
文
化
の
筆
頭
に
置
き
、
き
わ
め
て
内
省
的
で
「
内
面
の
発
展
」
を
重
視
し
、「
孤
独
」
を
魂
の
故
郷
と
し
、
深
夜
も
の
思
い
に
耽
り
、「
空

間
的
超
越
へ
の
意
志
」
に
突
き
動
か
さ
れ
て
「
彼
方
の
空
間
」
に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
︱
︱
こ
れ
は
ほ
ぼ
典
型
ド
イ
ツ
的
と
呼
ん
で
い
い
生

の
あ
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
無
限
」
は
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
を
語
る
核
概
念
で
あ
っ
た
。「
フ
ー
ガ
の
技
法
」
を
完
成
し
た
の
は
バ
ッ

ハ
で
あ
る︶

23
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。「
内
面
の
発
展
」
を
重
視
し
た
教
養
小
説
は
ド
イ
ツ
文
学
独
特
の
形
式
と
言
っ
て
よ
く
、
ま
た
︱
︱
先
に
「
あ
ら
ゆ
る
文
化
の

中
で
最
も
孤
独
な
主
人
公
た
ち
」
と
し
て
挙
げ
た
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
、
パ
ル
ツ
ィ
ヴ
ァ
ル
、
ト
リ
ス
タ
ン
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
名
前
を
思
い
出

す
ま
で
も
な
く
︱
︱
ド
イ
ツ
文
学
ほ
ど
「
孤
独
」
な
人
間
を
好
ん
で
描
い
た
文
学
は
な
い
。
く
わ
え
て
、
パ
ル
ツ
ィ
ヴ
ァ
ル
の
「
森
へ
の
憧

れ
」。
さ
ら
に
い
え
ば
、「
超
越
へ
の
意
志
」
に
突
き
動
か
さ
れ
て
「
彼
方
の
空
間
」
に
分
け
入
ろ
う
と
し
た
の
は
、
哲
学
も
法
学
も
医
学
も
、

あ
ら
ず
も
が
な
の
神
学
ま
で
研
究
し
尽
く
し
、
そ
れ
で
も
満
足
で
き
ず
に
無
限
の
世
界
へ
突
き
進
も
う
と
し
た
、
他
な
ら
ぬ
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ

ウ
ス
ト
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
好
ん
だ
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
は
何
だ
っ
た
か
。
酒
井
健
に
よ
れ
ば
、
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
と
い
う
言
葉
は
も
と
も

と
「
ゴ
ー
ト
人
の
様
式
」
と
い
う
意
味
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
イ
タ
リ
ア
の
文
化
人
た
ち
が
ア
ル
プ
ス
以
北
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
大
建
築
を
軽

蔑
し
て
そ
う
呼
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う︶

24
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。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
と
は
逆
に
「
秩
序
や
比
例
を
無
視
し
た
昇
高
性
・
過
剰
さ
」
が
と
り
わ

け
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
イ
タ
リ
ア
人
に
嫌
わ
れ
た
こ
と
に
く
わ
え
て
、
そ
こ
に
は
多
分
に
ゴ
シ
ッ
ク
を
乗
り
越
え
た
い
と
い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
︵
⋮
⋮
︶
の
心
理
が
働
い
て
い
た︶

25
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」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
イ
タ
リ
ア
的
」
な
運
動
と

し
た
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
見
方
と
も
一
致
し
て
い
て
お
も
し
ろ
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ゴ
シ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
の
も
と
に
な
っ
た
ゴ
ー
ト

人
と
は
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
大
移
動
の
発
端
と
な
っ
た
民
族
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
＝
ゲ
ル
マ
ン
民
族
主
義
の
な
か
に
あ
っ
て
は
容
易
に
ド
イ
ツ
人



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
一

の
祖
と
見
な
さ
れ
う
る
民
族
で
あ
る︶

26
︵

。
そ
の
こ
と
を
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
︵
サ
モ
ス
の
︶
ア
リ
ス
タ
ル
コ
ス
の
太
陽
中
心
説
は
、「
す
で
に
そ
の
大
聖
堂
の
建
築
に
お
い
て
無
限
空
間
の

観
念
に
供
物
を
捧
げ
て
い
た
、
あ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
、
ゴ
シ
ッ
ク
的
世
界
感
情
の
正
し
さ
を
確
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た︶

27
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」
と
言
わ
れ
る
と
き
、

「
ゴ
シ
ッ
ク
的
」
＝
「
ゴ
ー
ト
的
」︵gotisch

︶
と
い
う
形
容
詞
を
介
し
て
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
も
の
と
ド
イ
ツ
的
な
も
の
は
、
シ
ュ
ペ

ン
グ
ラ
ー
の
う
ち
で
半
ば
意
識
的
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
い
う
概
念
が
明
快
で
な
い
と
言
っ
た
そ
の
理
由
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
と
い
う
表
層
の
意
味
と
ド
イ
ツ
的
と

い
う
深
層
の
意
味
と
が
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
に
お
い
て
併
存
し
て
い
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
い
う
言
葉
が
発

せ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
「
世
界
史
の
形
態
学
」
を
語
る
概
念
と
し
て
の
意
味
を
越
え
、
ド
イ
ツ
的
と
い
う
、
深
層
に
隠
さ
れ
た
意
味
も
越

え
る
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
ひ
と
り
の
哲
学
者
の
影
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

　

改
訂
版
の
第
一
巻
第
五
章
「
魂
の
像
と
生
の
感
情
」
の
第
三
節
を
見
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
文
化
が
「
意
志
の
文
化

0

0

0

0

0

」

︵W
illenskultur

︶
で
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
、「
我
」︵Ich

︶
と
い
う
語
の
用
法
に
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
人
間
の
、
歴
史
を
支
配
し
よ
う
と

す
る
行
動
様
式
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
際
ふ
た
た
び
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
引
き
あ
い
に
出
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の

だ
っ
た
。

こ
の
「
我
」
は
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
し
て
聳
え
立
っ
て
い
る
。
尖
塔
と
扶
壁
と
は
「
我
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

0

0

0

0

、
す
べ
て
の
フ
ァ
ウ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
倫
理
は

0

0

0

0

「
上
へ

0

0

」︵E
m

por

︶
な
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

。︶
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天
に
向
か
っ
て
聳
え
立
つ
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
こ
で
は
「
我
」
の
意
志
に
よ
っ
て
歴
史
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
「
フ
ァ
ウ
ス



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
二

ト
的
」
人
間
の
行
動
様
式
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
倫
理
と
も
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
フ
ァ
ウ
ス

ト
的
」
倫
理
は
、「
空
間
的
超
越
へ
の
意
志
」
を
も
つ
ゴ
シ
ッ
ク
の
尖
塔
さ
な
が
ら
、
た
え
ず
上
昇
を
志
向
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
︿
上
昇
へ
の
意
志
﹀
と
し
て
の
「
倫
理
」
を
語
っ
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
か
。
西
洋
文
化
に
属
す
る
す
べ
て
の
哲
学
者
な
い
し
思

想
家
が
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
「
意
志
」
の
称
揚
者
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

右
に
引
用
し
た
文
章
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
歴
史
的
文
脈
が
あ
っ
た
。「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
文
化
は
「
意
志
の
文
化

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
と
い

う
の
が
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
の
結
論
に
た
ど
り
つ
く
前
に
、
彼
は
哲
学
史
上
の
ひ
と
つ
の
論
争
を
取
り
あ
げ
て
論
じ

て
い
る
。「
意
志
」︵W

ille
︶
と
「
理
性
」︵V

ernunft

︶
の
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
か
︱
︱
「
ゴ
シ
ッ
ク
哲
学
の
根
本
問
題
」
と
シ
ュ
ペ
ン
グ

ラ
ー
が
呼
ぶ
こ
の
論
争
に
お
い
て
、「
後
期
バ
ロ
ッ
ク
の
合
理
主
義
」
は
、
カ
ン
ト
に
せ
よ
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
せ
よ
、
そ
の
「
都
市
的
精

神
」
の
誇
り
に
か
け
て
「
理
性
の
女
神
」
に
く
み
し
た
。
し
か
し
十
九
世
紀
に
な
る
と
、「
意
志
は
知
性
に
優
先
す
」︵voluntas superior 

intellectu

︶
と
い
う
成
句
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
人
間
全
員
の
血
の
な

か
に
流
れ
て
い
る
成
句
で
あ
り
、「
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
」
選
び
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
そ
れ
を

「
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
」
と
い
う
成
句
に
ま
と
め
、
意
志
に
敵
対
す
る
姿
勢
を
と
っ
た
が
、
そ
う
さ
せ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
彼
の
倫

理
学
で
あ
っ
た︶

29
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⋮
⋮
。

　
「
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
名
が
出
て
く
る
の
は
偶
々
で
あ
ろ
う
か
。「
意
志
」
と

「
理
性
」
の
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
か
と
い
う
論
争
は
、
西
洋
哲
学
史
を
つ
ら
ぬ
く
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。「
主
知
主
義
」

︵Intellektualism
us

︶
に
対
す
る
「
主
意
主
義
」︵V

oluntarism
us

︶
の
哲
学
者
と
し
て
は
、
中
世
で
は
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
が
、
近
代

で
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
が
、
そ
の
代
表
格
と
し
て
名
指
し
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
こ
で
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が

「
と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
」
と
言
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
の
だ
が
、
じ
つ
は
こ
の
記
述
は
一
九
一
八
年
の
初
版
に
は
な
か
っ
た
。



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
三

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
ず
、
そ
れ
と
連

動
す
る
よ
う
に
、「
こ
の
「
我
」
は
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
し
て
聳
え
立
っ
て
い
る
」
云
々
と
い
う
、
聳
え
立
つ
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
と

重
ね
合
わ
さ
れ
た
︿
上
昇
へ
の
意
志
﹀
と
し
て
の
「
倫
理
」
に
つ
い
て
の
記
述
も
な
か
っ
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
が
ニ
ー
チ
ェ
の

存
在
を
呼
び
起
こ
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ニ
ー
チ
ェ
の
名
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
た
の
か
、
ど
ち

ら
と
も
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
一
九
二
三
年
の
改
訂
版
で
ニ
ー
チ
ェ
の
名
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
偶
々
の
思
い
つ
き
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
た
と
え
そ
こ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
初
版
で
「
意
志
の
文
化

0

0

0

0

0

」
と
し
て
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト

的
」
文
化
に
つ
い
て
語
っ
た
際
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
の
引
用
に
つ
づ
く
箇
所
に
は

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
原
理
」
に
つ
い
て
述
べ
る
く
だ
り
が
あ
り
、
そ
こ
に
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
こ
う
書
き
し
る
し
て
い
る
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
的
世
界
像
の
純
粋
空
間
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
特
別
な
理
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
の
広
が
り
︵E

xtension

︶

で
は
な
く
、
活
動
と
し
て
の
拡
が
り
︵A

usdehnung
︶
で
あ
り
、
感
覚
的
で
し
か
な
い
も
の
の
克
服
と
し
て
の
拡
が
り
で
あ
り
、
緊
張

と
性
向
と
し
て
の
拡
が
り
で
あ
り
、
力
へ
の
意
志
と
し
て
の
拡
が
り
で
あ
る︶

30
︵

。

「
力
へ
の
意
志
」︵W

ille zur M
acht

︶
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
核
概
念
は
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
世
界
像
の
純
粋
空
間
」、
す
な
わ
ち
無
限
空
間
を

志
向
す
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
的
な
る
も
の
の
主
要
な
要
素
と
し
て
、
最
初
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
へ
の
言
及
は
、
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
第
一
巻
第
五
章
第
十
九
節
︵
改
訂
版
で
は
第
十
七
節
︶
で

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
「
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
語
る
。﹃
西
洋
の
没
落
﹄
で
い
わ
れ
る
「
社
会
主
義
」
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
と
無
縁



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
四

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、﹃
プ
ロ
イ
セ
ン
精
神
と
社
会
主
義
﹄︵
一
九
一
九
︶
で
主
張
さ
れ
る
「
ド
イ
ツ
社
会
主
義︶

31
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」
と
も
異
な
る
、「
文
明
化

さ
れ
、
知
的
で
、
論
理
化
さ
れ
、
運
命
の
代
わ
り
に
因
果
関
係
に
満
た
さ
れ
た
倫
理
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
実
例︶

32
︵

」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
奇

妙
な
社
会
主
義
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

社
会
主
義
は
︱
︱
そ
の
表
層
の
惑
わ
し
は
ど
う
で
あ
れ
︱
︱
同
情
や
人
間
性
、
平
和
、
福
祉
の
体
系
で
は
な
く
、
力
へ
の
意
志
の
体
系

で
あ
る︶

33
︵

。

社
会
主
義
者
︱
︱
死
に
ゆ
く
フ
ァ
ウ
ス
ト
︱
︱
は
歴
史
的
配
慮
の
人
間
で
あ
り
、
未
来
の
人
間
で
あ
る
。
彼
は
未
来
を
使
命
お
よ
び
目

標
だ
と
感
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
目
下
の
幸
福
な
ど
笑
う
べ
き
も
の
と
な
る
。
神
託
と
鳥
占
い
に
頼
る
古
典
古
代
の
精
神
は
未

来
を
た
だ
知
ろ
う

0

0

0

と
す
る
だ
け
だ
が
、
西
洋
の
精
神
は
未
来
を
作
ろ
う

0

0

0

と
す
る
。
第
三
の
国

0

0

0

0

は
ゲ
ル
マ
ン
の
理
想
で
あ
り
、
永
遠
の
明

日
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
、
イ
プ
セ
ン
に
い
た
る
す
べ
て
の
偉
大
な
人
間
た
ち
が
︱
︱
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
で
、
向
こ
う
岸

へ
の
憧
れ
の
矢
を
放
つ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︱
︱
み
ず
か
ら
の
生
を
永
遠
の
明
日
に
結
び
つ
け
る
の
だ︶

34
︵

。

そ
の
内
実
が
つ
か
み
に
く
い
「
社
会
主
義
」
で
あ
る
が
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
も
の
が
「
突
き
進
ん
で
い
く
情
熱
」
だ
と
す
れ
ば
、「
社
会

主
義
的
」
な
も
の
は
「
そ
の
機
械
的
残
滓
」
と
し
て
の
「
進
歩
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
、
両
者
は
「
肉
体
と
骸
骨
」
の
よ
う
な
関
係
に
あ

る
と
言
わ
れ
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
い
う
「
社
会
主
義
」
と
は
、
西
洋
文
化
の
内
部
で
「
文
化
」
か
ら
「
文
明
」

へ
の
移
行
が
進
み
、
本
来
の
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
も
の
が
硬
直
化
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
変
種
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
い
か
に
「
文
明
化
さ
れ
」
硬
直
化
し
た
と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
仏
教
に
お
け
る
「
涅
槃
」︵N

irw
ana

︶
や
ス
ト
ア
主
義
に
お
け
る
「
ア



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
五

タ
ラ
ク
シ
ア
︵
平
成
不
動
︶」︵A

taraxia

︶
の
理
想
と
比
べ
れ
ば
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
も
の
の
末
裔
と
し
て
の
「
社
会
主
義
」
は
、
な
お

も
「
無
限
へ
の
意
志
」
や
「
拡
が
り
へ
の
パ
ト
ス
」
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
や
は
り
ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
へ
の
意
志
」
や
「
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
」
に
お
け
る
「
向
こ
う
岸
へ
の
憧
れ
」
が
、
未
来
を
作
る
大
き
な
力
と
し
て
深
く
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る︶

35
︵

。

　

右
の
引
用
で
、「
ゲ
ル
マ
ン
の
理
想
」
と
し
て
の
「
第
三
の
国

0

0

0

0

」
＝
「
第
三
帝
国
」︵das dritte R

eich

︶
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
こ

と
と
関
連
し
て
、
も
う
一
例
だ
け
挙
げ
て
お
こ
う
。

ニ
ー
チ
ェ
が
金
髪
の
野
獣
と
名
づ
け
た
も
の
、
ま
た
彼
が
、
み
ず
か
ら
過
大
評
価
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
の
型
の
な
か
に
体
現
さ
れ
て
い

る
と
思
っ
た
も
の
︵
こ
れ
は
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
王
朝
時
代
の
偉
大
な
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
猛
獣
的
残
響
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
︶
︱
︱
そ

う
、
そ
れ
こ
そ
は
古
典
古
代
の
す
べ
て
の
倫
理
が
例
外
な
く
望
み
、
古
典
古
代
の
す
べ
て
の
重
要
人
物
が
体
現
し
て
い
た
型
と
は
正
反

対
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
い
る
の
は
花
崗
岩
の
よ
う
な
人
間
で
あ
り
、
そ
の
種
の
人
間
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
文
化
は
事
欠
か
な
か
っ
た

が
、
古
典
古
代
の
文
化
に
は
そ
の
種
の
人
間
は
た
だ
の
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る︶

36
︵

。

ニ
ー
チ
ェ
の
「
金
髪
の
野
獣
」︵die blonde B

estie

︶
が
、
そ
の
硬
質
で
頑
強
な
属
性
の
ゆ
え
に
「
花
崗
岩
の
よ
う
な
人
間
」︵die 

M
enschen von G

ranit

︶
と
し
て
礼
賛
さ
れ
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
文
化
が
生
み
だ
し
た
人
間
の
典
型
と
さ
れ
る
。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以

後
の
私
た
ち
は
、
も
は
や
こ
の
文
章
を
平
静
な
気
持
ち
で
は
読
め
な
い
が
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
こ
れ
を
書
い
た
の
は
第
一
次
世
界
大
戦
の

さ
な
か
で
あ
り
、
ま
だ
ナ
チ
ス
の
影
さ
え
も
存
在
し
て
い
な
い
頃
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
脳
髄
が
紡
ぎ
出
し
た
こ
の
比

喩
が
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
と
い
う
概
念
の
形
成
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
お
よ

ぼ
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。「
世
界
史
の
形
態
学
」
と
い
う
、
歴
史
哲
学
的
考
察
の
体
裁
を
と
っ
た
書
物
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
に



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
六

お
い
て
、
八
つ
の
高
度
文
化
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
西
洋
文
化
」
の
型
を
い
っ
け
ん
客
観
的
に
表
示
す
る
か
に
見
え
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」

と
い
う
概
念
は
、
そ
の
内
に
「
ド
イ
ツ
的
」
と
い
う
深
層
の
意
味
を
は
ら
み
、
さ
ら
に
は
「
ニ
ー
チ
ェ
的
」
と
い
う
隠
れ
た
意
味
を
も
内
蔵

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
本
稿
の
と
り
あ
え
ず
の
結
論
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の
の
考
察
が
こ
れ
で
終
わ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
金
髪
の
野
獣
」
に
つ
い
て
語
っ
た
箇
所
で
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
そ
れ
を
「
倫
理
」
の
問
題
と
し
て
捉

え
て
い
た
。「
金
髪
の
野
獣
」
の
も
つ
「
花
崗
岩
」
の
よ
う
な
属
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
的
制
限
を
超
え
て
無
限
空
間
の
な
か
へ
分
け
入
っ

て
い
く
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
人
間
の
倫
理
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
倫
理
が
現
実
の
精
神
的
・
芸
術
的
・
政
治
的
活
動
と
結
び
つ
く
と

き
、
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
た
獣
性
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
発
露
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
当
然
な
が
ら
概
念
的
考
察
と
は
異
な
る
位
相
で

扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
、﹃
西
洋
の
没
落
﹄
を
書
い
た
後
︱
︱
一
九
〇
〇
年
に
死
ん
だ
ニ
ー
チ
ェ
と
は
異
な
り

︱
︱
み
ず
か
ら
の
予
言
が
想
像
を
裏
切
る
形
で
現
実
化
す
る
時
代
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
時
代
の
な
か
で
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が

ど
の
よ
う
に
自
分
の
思
想
お
よ
び
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
格
闘
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
書
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
扱
わ
な

か
っ
た
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
二
巻
︵
一
九
二
二
︶
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
他
の
著
作

︱
﹃
プ
ロ
イ
セ
ン
精
神
と
社
会
主
義
﹄︵
一
九
一
九
︶、

﹃
ド
イ
ツ
帝
国
の
再
建
﹄︵
一
九
二
四
︶、﹃
人
間
と
技
術
﹄︵
一
九
三
一
︶、﹃
決
断
の
時
﹄︵
一
九
三
三
︶

︱
と
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

註

︵
1
︶S

pengler, O
sw

ald: D
er U

ntergang des A
bendlandes. U

m
risse einer M

orphologie der W
eltgeschichte. E

rster B
and: G

estalt und 



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
七

W
irklichkeit. Siebente bis zehnte, unveränderte A

uflage. M
ünchen ︵C

. H
. B

eck ’sche V
erlagsbuchhandlung

︶ 1920, S.20ff.

︵
邦
訳

﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
︵
改
訳
新
版
︶、
村
松
正
俊
訳
、
五
月
書
房
、
一
九
八
四
年
、
二
五
頁
以
下
︶。
た
だ
し
、
邦
訳
は
一
九
二
三
年
の

改
訂
版
［
訳
者
は
一
九
二
二
年
版
と
し
て
い
る
が
、
一
九
二
三
年
版
の
誤
り
］ 

に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
本
稿
が
依
拠
し
た
一
九
二
〇
年
版

［
一
九
一
八
年
の
初
版
と
同
じ
内
容
］
と
は
少
な
か
ら
ぬ
異
同
が
あ
る
。
以
下
、
一
九
二
〇
年
版
の
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
か
ら
の
引
用

は
筆
者
の
訳
と
し
、
註
に
邦
訳
の
該
当
箇
所
を
並
記
す
る
︵
た
だ
し
、
該
当
箇
所
の
文
章
は
必
ず
し
も
同
一
の
内
容
で
は
な
い
。
該
当
箇

所
が
な
い
場
合
は
「
該
当
箇
所
な
し
」
と
記
す
︶。
一
九
二
三
年
の
改
訂
版
か
ら
の
引
用
は
原
則
と
し
て
邦
訳
に
従
っ
た
が
、
文
意
が
不
明

瞭
な
場
合
に
は
次
の
版
を
参
照
し
て
修
正
し
た
。Spengler, O

sw
ald: D

er U
ntergang des A

bendlandes. U
m

risse einer M
orphologie der 

W
eltgeschichte. V

ollständige A
usgabe in einem

 B
and. 141.-157. Tausend des ersten B

andes, 120.-136. Tausend des zw
eiten B

andes. 

M
ünchen ︵V

erlag C
. H

. B
eck

︶ 1963. 

︵
2
︶a.a.O

., S.24. ︵
邦
訳
、
二
七
頁
以
下
︶

︵
3
︶a.a.O

., S.152ff. ︵
邦
訳
、
一
一
三
頁
以
下
︶

︵
4
︶
こ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の
現
象
が
普
仏
戦
争
後
の
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
た
。
多
く
の
ド
イ
ツ
人
が
、
普
仏
戦
争
の
勝
利
を
ド
イ
ツ
「
文
化
」
の

勝
利
を
意
味
す
る
も
の
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
激
烈
な
批
判
に
つ
い
て
は
、﹃
反
時
代
的
考
察
﹄
第
一
篇

︵
一
八
七
三
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。N

ietzsche, Friedrich: U
nzeitgem

ässe B
etrachtungen. E

rstes Stück: D
avid Strauss der B

ekenner 

und der Schriftsteller. In: Friedrich N
ietzsche: Säm

tliche W
erke. K

ritische Studienausgabe in 15 E
inzelbänden. H

rsg. von G
iorgio 

C
olli u. M

azzino M
ontinari, 2., durchgesehne A

uflage. M
ünchen, B

erlin/N
ew

 Y
ork 1988. B

d. 1, S.159ff. ︵
邦
訳
﹃
反
時
代
的
考
察
﹄

第
一
篇
「
ダ
ー
フ
ィ
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
︱
︱
信
仰
者
・
文
筆
家
」、
大
河
内
了
義
訳
、﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
﹄
第
一
巻
︵
第
一
期
︶
所
収
、

白
水
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
三
頁
以
下
︶



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
八

︵
5
︶Spengler, a.a.O

., S.108.

︵
邦
訳
、
八
五
頁
︶

︵
6
︶﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
「
緒
論
」︵E

inleitung

︶
の
後
に
折
り
込
ま
れ
た
「
図
表
」︵Tafeln zur vergleichenden M

orphologie der 

G
eschichte

︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
に
は
、
時
代
も
場
所
も
異
な
る
四
つ
な
い
し
三
つ
の
高
度
文
化
で
起
こ
っ
た
現
象
が
、
一
枚
目
の

「
精
神
紀
」
の
場
合
は
「
イ
ン
ド
文
化
、
古
典
古
代
文
化
、
ア
ラ
ビ
ア
文
化
、
西
洋
文
化
」
の
順
番
に
、
二
枚
目
の
「
芸
術
紀
」
の
場
合
は
「
エ

ジ
プ
ト
文
化
、
古
典
古
代
文
化
、
ア
ラ
ビ
ア
文
化
、
西
洋
文
化
」
の
順
番
に
、
三
枚
目
の
「
政
治
紀
」
の
場
合
は
「
エ
ジ
プ
ト
文
化
、
古

典
古
代
文
化
、
西
洋
文
化
」
の
順
番
に
並
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
関
係
が
「
同
時
的
」︵gleichzeitig

︶
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
一
九
二
三
年
の
改
訂
版
第
一
巻
に
お
い
て
、
三
枚
目
の
「
政
治
紀
」
の
図
表
に
「
中
国
文
化
」
が
追
加
さ
れ
て
「
エ
ジ
プ
ト
文
化
、

古
典
古
代
文
化
、
中
国
文
化
、
西
洋
文
化
」
の
順
番
と
な
り
、
三
枚
と
も
四
つ
の
高
度
文
化
を
比
較
し
た
も
の
に
統
一
さ
れ
た
。

︵
7
︶
註
6
に
記
し
た
「
図
表
」
の
一
枚
目
、「
精
神
紀
の
図
表
」︵Tafel „G

leichzeitiger “ G
eistesepochen

︶
を
参
照
さ
れ
た
い
。

︵
8
︶a.a.O

., S.93.

︵
邦
訳
、
七
五
頁
︶

︵
9
︶a.a.O

., S.108.

︵
邦
訳
、
八
六
頁
︶

︵
10
︶a.a.O

., S.111.

︵
邦
訳
、
八
八
頁
︶

︵
11
︶a.a.O

., S.95f.

︵
邦
訳
、
七
七
頁
︶

︵
12
︶a.a.O

., S.108f.

︵
邦
訳
、
八
六
頁
︶

︵
13
︶N

ietzsche, F
riedrich: D
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ietzsche: S
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E
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ew
 Y

ork 1988. B
d. 1, 

S.25ff. ︵
邦
訳
﹃
悲
劇
の
誕
生
﹄
西
尾
幹
二
訳
、
中
公
バ
ッ
ク
ス
﹃
世
界
の
名
著
五
七
・
ニ
ー
チ
ェ
﹄
所
収
、
中
央
公
論
新
社
、
一
九
七
八

年
、
四
五
四
頁
以
下
。
本
来
な
ら
、
註
４
で
挙
げ
た
白
水
社
版
﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
﹄
所
収
の
訳
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、﹃
悲
劇
の
誕
生
﹄



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

一
九

に
つ
い
て
は
、
私
見
で
は
西
尾
訳
の
ほ
う
が
数
段
優
れ
て
い
る
た
め
、
こ
ち
ら
を
取
る
。︶

︵
14
︶Spengler, a.a.O

., S.254.

︵
邦
訳
、
一
七
六
頁
︶

︵
15
︶a.a.O

. ︵
邦
訳
、
一
七
六
頁
︶

︵
16
︶a.a.O

., S.254f.

︵
邦
訳
、
一
七
六
頁
︶

︵
17
︶a.a.O

., S.257.
︵
邦
訳
、
一
七
八
頁
以
下
︶

︵
18
︶a.a.O

., S.259.

︵
邦
訳
、
一
八
〇
頁
︶

︵
19
︶a.a.O

., S.276.

︵
邦
訳
に
該
当
箇
所
な
し
︶。
一
九
二
三
年
の
改
訂
版
に
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
と
関
連
づ
け
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら

れ
る
。「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
魂
は
肉
体
的
な
終
末
の
後
に
不
死
を
、
い
わ
ば
無
限
空
間
と
の
結
婚
を
期
待
し
、
そ
う
し
て
石
を
解
体
し
て

︵
⋮
⋮
︶
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
筋
違
い
構
造
と
し
た
。
そ
こ
で
と
う
と
う
し
ま
い
に
、
こ
の
自
己
拡
大
と
い
う
深
さ
と
高
さ
と
へ
の
激
し
い
衝
動

だ
け
が
目
の
前
に
現
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
」︵
一
八
一
頁
︶。「
窓
と
い
う
建
築
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
深
さ
の
体
験
の
一
番
重
要
な
象
徴
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
に
だ
け
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
内
部
か
ら
出
て
行
っ
て
、
無
限
界
の
な
か
に
突
き
進
も
う
と
い
う
意
志
が

感
ぜ
ら
れ
る
」︵
一
九
〇
頁
以
下
︶。「
ウ
ル
ム
の
ゴ
シ
ッ
ク
会
堂
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
な
魂
の
要
求
す
る
様
式
は
、

壁
を
貫
い
て
無
限
の
世
界
空
間
の
中
に
進
入
し
、
外
側
な
ら
び
に
内
側
を
、
一
つ
の
同
じ
世
界
感
情
の
対
応
像
に
す
る
と
こ
ろ
の
様
式
で

あ
る
」︵
二
一
二
頁
︶。

︵
20
︶a.a.O

., S.315 u. 318.

︵
邦
訳
、
二
一
五
頁
、
二
一
九
頁
︶

︵
21
︶a.a.O

., S.320ff.

︵
邦
訳
、
二
二
〇
頁
以
下
︶

︵
22
︶
邦
訳
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
、
二
二
〇
頁

︵
23
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
自
身
が
、「
フ
ー
ガ
様
式
︵
⋮
⋮
︶
そ
の
頂
点
は
バ
ッ
ハ
で
あ
る
」
と
誇
ら
し
げ
に
言
っ
て
い
る
。
邦



シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
お
け
る
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
的
」
な
る
も
の

二
〇

訳
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
、
二
一
八
頁
。

︵
24
︶
酒
井
健
﹃
ゴ
シ
ッ
ク
と
は
何
か
︱
︱
大
聖
堂
の
精
神
史
﹄
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
頁
。

︵
25
︶
同
右
、
一
〇
九
頁
。

︵
26
︶
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
学
者
の
次
の
よ
う
な
発
言
は
、
ゴ
ー
ト
人
を
ド
イ
ツ
人
の
祖
と
考
え
る
俗
説
の
強
固
さ
を
逆
に
浮
き
彫
り
に
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
東
西
ゴ
ー
ト
族
の
歴
史
が
ド
イ
ツ
史
の
一
部
を
構
成
す
る
と
い
っ
た
考
え
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ダ
ー
ン
や
そ
の

当
時
の
人
間
が
広
く
支
持
し
て
い
た
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
き
っ
ぱ
り
と
決
別
す
る
必
要
が
あ
る
」。
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ
ラ
イ

バ
ー
﹃
ゴ
ー
ト
族
﹄、
岡
淳
・
永
井
潤
子
・
中
田
健
一
訳
、
佑
学
社
、
一
九
七
九
年
、
二
四
二
頁
。

︵
27
︶Spengler, a.a.O

., S.99.

︵
邦
訳
、
七
九
頁
︶

︵
28
︶
邦
訳
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
、
二
八
七
頁
。

︵
29
︶
邦
訳
﹃
西
洋
の
没
落
﹄
第
一
巻
、
二
八
六
頁
。

︵
30
︶Spengler, a.a.O

., S.421.

︵
邦
訳
、
二
八
八
頁
︶

︵
31
︶Spengler, O

sw
ald: Preußentum

 und Sozialism
us. M

ünchen ︵C
. H

. B
eck ’sche V

erlagsbuchhandlung

︶ 1919, S.2. ︵
邦
訳
「
プ
ロ
イ
セ

ン
主
義
と
社
会
主
義
」、
桑
原
秀
光
訳
、﹃
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
政
治
論
集
﹄
所
収
、
不
知
火
書
房
、
一
九
九
二
年
、
一
〇
頁
︶

︵
32
︶Spengler: D

er U
ntergang des A

bendlandes. E
rster B

and, S.506. ︵
邦
訳
、
三
三
三
頁
︶

︵
33
︶a.a.O

., S.507.

︵
邦
訳
、
三
三
四
頁
︶

︵
34
︶a.a.O
., S.509.

︵
邦
訳
、
三
三
五
頁
︶

︵
35
︶a.a.O

., S.507.

︵
邦
訳
、
三
三
四
頁
︶

︵
36
︶a.a.O

., S.477f.

︵
邦
訳
、
三
二
二
頁
︶


