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辻
邦
生
『
廻
廊
に
て
』
の
〈
証
言
者
〉

―
初
期
小
説
論
に
お
け
る
「
ナ
ラ
シ
オ
ン
」
の
問
題
と
の
か
か
わ
り

―

飯
島

洋

一

辻
邦
生
は
一
九
五
七
年
十
月
か
ら
一
九
六
一
年
一
月
ま
で
の
パ
リ
留
学

中
、
い
く
つ
か
の
創
作
を
試
み
て
い
る
。
現
行
本
文
と
は
だ
い
ぶ
異
な
っ

て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
も
の
の
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
廻
廊
に
て
』

の
第
一
稿
も
完
成
し
た
こ
と
が
、
留
学
中
の
手
記
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

同
時
に
こ
の
手
記
に
は
、
文
学
と
は
何
か
、
小
説
を
書
く
と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
の
厖
大
な
考
察
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
帰
国
後
暫
く

は
、
辻
は
創
作
よ
り
は
む
し
ろ
評
論
活
動
を
中
心
的
に
お
こ
な
い
、
雑
誌

「
近
代
文
学
」
に
小
説
論
を
連
続
し
て
発
表
し
た
。
六
月
号
に
は
「
物
語

と
小
説
の
あ
い
だ
」、
十
月
号
に
「
神
々
の
死
の
後
に
」
、
十
一
・
十
二
月

合
併
号
に
「
小
説
へ
の
回
転
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
物
語
と
小
説
の
あ
い
だ
」
で
、
辻
は
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
拡
大

に
よ
っ
て
進
行
し
た
文
学
の
卑
俗
化
の
結
果
、
「
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

の
ス
タ
イ
ル
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
詩
的
作
業
も
物
語
機
能
の
本
質
を
高

め
よ
う
と
す
る
試
み
も
」
小
説
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
く
と
指
摘
し
、
小
説

の
危
機
の
時
代
に
あ
っ
て
小
説
を
書
く
こ
と
の
意
味
を
問
お
う
と
す
る
。

辻
は
「
ナ
ラ
シ
オ
ン
」（narration

、
文
中
で
は
「
物
語
る
と
い
う
行
為
」

と
解
説
さ
れ
る
）
の
機
能
に
着
目
し
、
「
目
撃
者
」
が
「
あ
る
関
心
」
を

も
っ
て
出
来
事
を
眺
め
る
こ
と
を
物
語
の
成
立
条
件
と
し
、
さ
ら
に
「
関

心
」
が
な
け
れ
ば
描
か
れ
る
べ
き
外
界
が
無
秩
序
に
転
落
す
る
こ
と
を
主

張
す
る
。

一
般
に
外
界
は
我
々
に
一
種
の
無
秩
序
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
を
秩

序
づ
け
る
の
は
我
々
自
身
の
力
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
も
こ

の
秩
序
は
客
観
的
な
外
界
の
秩
序
に
似
な
が
ら
あ
く
ま
で
主
観
的
で

あ
り
中
心
的
な
対
象
の
ま
わ
り
に
イ
エ
ラ
ル
シ
ー
を
つ
く
っ
て
構
成

さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。

こ
う
し
た
記
述
は
一
見
、
小
説
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
の
重
要
性

を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
「
不
在
者
を
現
在
者
に
変
え

る
こ
と

―
す
な
わ
ち
不
在
者
が
現
在
し
た
ら
、
な
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
、
彼
自
ら
の
手
で
な
さ
し
め
る
こ
と

―
の
う
え
に
、
物
語
の
目
的
は

あ
る
の
だ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
物
語
に
描
か
れ
る
世
界
を

直
接
体
験
し
て
い
な
い
読
者
に
臨
場
感
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
、
描
写
技

術
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
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で
あ
れ
ば
何
も
現
代
の
作
家
の
置
か
れ
た
状
況
を
「
小
説
の
危
機
」
と
呼

ん
で
、
「
書
く
こ
と
の
意
味
を
問
う
」
必
然
性
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。

辻
の
い
う
、
世
界
を
「
秩
序
」
づ
け
て
語
る
「
ナ
ラ
シ
オ
ン
」
の
役
割
と

は
何
な
の
か
。『
廻
廊
に
て
』
を
論
じ
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
作
品
の
「
ナ

ラ
シ
オ
ン
」
を
め
ぐ
る
理
論
的
基
盤
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

二

「
物
語
と
小
説
の
あ
い
だ
」
で
、
辻
は
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ル
の
『
未
開

社
会
の
思
惟
』F

onctions
m
entales

dans
les

sociétés
inférieures

（A
lcan,

1918

）
を
引
用
し
、
古
代
人
に
と
っ
て
の
世
界
の
「
表
象
」
の

在
り
か
た
を
概
観
す
る
。
古
代
、
人
々
は
「
自
分
と
周
囲
の
事
物
、
自
然

と
の
間
に
判
然
と
し
た
区
別
を
も
た
な
」
か
っ
た
。
自
己
と
世
界
は
一
致

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
性
は
「
集
団
表
象
」
と
呼
ば
れ
る
。

つ
づ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
』
に
拠
っ
て
、
古
代
に
は
「
集
団
表
象
」

に
よ
っ
て
人
々
は
世
界
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
叙
事
詩
が
歴
史
的
事
実
と
し

て
人
々
の
心
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
、
叙
事
詩
の
中
で
一
般
的
な
も
の

と
個
別
的
な
も
の
と
が
「
生
き
い
き
し
た
き
づ
な
」
に
よ
っ
て
強
く
結
び

マ
マ

つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
社
会
が
原
始
段
階
か
ら
発

展
し
、
「
集
団
表
象
の
厚
い
層
」
が
薄
ら
ぎ
、
客
観
的
外
界
に
対
し
て
目

が
開
か
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
「
客
観
的
な
事
物
を
反
映
し
た
個
人
表
象
」

が
生
じ
て
く
る
と
す
る
。
客
観
的
な
認
識
を
獲
得
し
た
結
果
、「
「
無
色
な
、

冷
た
い
、
無
関
心
な
」
認
識
の
上
に
立
つ
我
々
の
文
明
は
、
単
に
我
々
と

外
的
な
関
係
を
結
ぶ
存
在
に
満
た
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
」
な
く
な
り
、
人

間
を
取
り
ま
く
事
物
は
「
客
観
的
な
、
し
か
し
同
時
に
偶
然
的
な
個
々
の

事
物
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
等
と
我
々
は
つ
ね
に
対
立
的
に
存
在
す
る
」
と
も

述
べ
て
い
る
。

我
々
の
国
土
は
、
か
つ
て
共
同
態
的
な
集
団
表
象
の
な
か
で
は
、
民

族
と
同
化
し
た
神
聖
血
縁
的
な
土
地
で
あ
り
、
民
族
の
父
祖
、
神
々
、

英
雄
が
そ
こ
に
つ
ね
に
生
き
つ
づ
け
た
。
我
々
と
国
土
の
間
に
は
、

決
し
て
「
無
色
な
」
関
係
で
は
な
く
、
意
味
深
い
生
命
に
あ
ふ
れ
た

関
係
が
存
在
し
て
い
た
。
（
略
）
客
観
的
認
識
が
我
々
を
対
象
か
ら

切
り
は
な
し
、
対
象
を
無
色
透
明
に
し
て
ゆ
く
と
、
国
土
も
血
縁
性

の
具
体
的
表
現
で
あ
る
こ
と
を
失
っ
て
、
地
上
の
偶
然
的
に
え
ら
ん

だ
一
地
方
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

現
代
に
お
け
る
故
郷
喪
失
状
況
を
指
摘
す
る
こ
の
記
述
は
、
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』Ü

ber
den

H
um
anism

us,
B
rief

an
Jean

B
eaufret

（V
erlag

A
.
F
rancke

A
G
,
1947

）
や
或
い
は
『
杣
径
』

H
O
L
Z
W
E
G
E

（V
IT
T
O
R
IO
K
L
O
S
T
E
R
M
A
N
N
,
1950

）
所
収
「
芸
術

作
品
の
根
源
」D

er
U
rsprung

des
K
unstw

erkes

の
あ
る
部
分
を
想
起

さ
せ
る
が
、
実
際
辻
は
留
学
中
の
手
記
（
一
九
六
〇
・
八
・
十
一
）
に
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る

（
一
）

。

〝
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
手
紙
〟
を
よ
み
は
じ
め
る
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
が
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
フ
レ
氏
に
与
え
た
も
の
だ
。
こ
の
中
で

存
在
を
人
間
を
こ
え
た
も
の
と
規
定
し
、
近
代
を
ハ
イ
マ
ー
ト
ロ
ス

と
し
て
規
定
し
、
そ
こ
に
新
し
い
深
い
理
解
を
、
人
間
存
在
に
与
え

て
い
る
。

こ
の
後
に
適
宜
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
引
用
し
な
が
ら
存
在
の
問
題
に
つ
い
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て
考
察
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
の
引
用
を
見
る
と
辻
は

R
oger

M
unier

に
よ
る
独
仏
対
訳
のL

ettre
sur

l’hum
anism

e

（A
ubier,

1957

）
を
参

照
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
同
一
訳
者
に
よ
っ
て
一
九
四
六
年
に

V
ittorio

K
losterm

ann

か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
異
同
が
あ
る
）
。

手
記
は
こ
う
続
く
。

“L
’absence

de
patrie

devient
un
destin

m
ondial.

C
’est

pourqoui

il
est

nécessaire
de

penser
ce

destin
du

point
de

vue
de

l’histoire
de
l’E
tre.

A
insi

ce
que

M
arx,

partant
de
H
egel,

a

reconnu
en

un
sens

essentiel
et
d’une

grande
im
portance,

com
m
e
étant

l’aliénation
de
l’hom

m
e,
plonge

ses
racines

dans

l’absence
de
patrie

de
l’hom

m
e
m
oderne......C

’est
parce

que

M
arx,

faisant
l’expérience

de
l’aliénation,

atteint
à
une

dim
ension

essentielle
de
l’histoire,

que
la
conception

m
arxiste

de
la
G
eschichte

dépasse
le
point

de
vue

de
l’H
istoire.

”

（

二
）〔

故

郷
喪
失
は
世
界
の
運
命
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
存
在
の
歴
史
の
観
点

か
ら
こ
の
運
命
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
ル
ク

ス
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
基
づ
い
て
、
本
質
的
か
つ
重
要
な
意
味
で
、
人

間
の
疎
外
と
し
て
認
識
し
た
こ
と
は
、
そ
の
根
源
を
近
代
人
の
故
郷

喪
失
に
持
つ
の
で
あ
る
。
…
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
概
念
が
歴
史
学

の
観
点
を
乗
り
越
え
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
が
、
疎
外
を
経
験
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
歴
史
の
本
質
的
な
次
元
に
到
達
し
た
か
ら
で
あ
る
。

飯
島
訳
〕
マ
ル
キ
シ
ス
ム
の
本
質
は
、
か
か
る
形
而
上
学
的
な
圏
か

ら
歴
史
を
〈
存
在
の
歴
史
〉
へ
、
し
た
が
っ
て
、position

extatique

か
ら
み
る
「
歴
史
」
へ
と
転
化
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

倦
怠
し
、
中
性
化
し
、
人
間
の
疎
外
さ
れ
る
歴
史
か
ら
、
「
人
間
の

歴
史
」
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
大
い
な

る
自
己
」
は
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
世
界
は
、
純
粋
に
永
遠
に

中
立
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

引
用
さ
れ
た
部
分
に
先
立
っ
て
、
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』
に

は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

C
ette

proxim
ité
«
de
»
l’É
tre
qui

est
en
elle-m

êm
e
le
«
là
»
de

l’existence,(...)l’appelle
«
la
patrie

»,
d’un

m
ot
em
prunté

au

chant
m
êm
e
du
poète

et
en
partant

de
l’expérience

de
l’oubli

de

l’É
tre.

L
e
m
ot
est

ici
pensé

en
un
sens

essentiel,
non

point

patriotique,
ni
nationaliste,

m
ais
bien

plutôt
du
point

de
vue

de

l’histoire
de

l’É
tre.

L
’essence

de
la
patrie

est
m
entionnée

égalem
ent

dans
l’intention

de
penser

l’absence
de
patrie

de

l’hom
m
e
m
oderne

à
partir

de
l’essence

de
l’histoire

de
l’É
tre.

（
三
）

そ
れ
自
体
存
在
の
「
現
」
で
あ
る
こ
の
存
在
「
の
」
近
さ
は
、
こ
の

詩
人
〔
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

飯
島
注
〕
の
詩
歌
か
ら
借
り
た
語
に
拠
り
、

そ
し
て
存
在
忘
却
の
経
験
に
基
づ
い
て
「
故
郷
」
と
呼
ば
れ
る

〔l’appelle

は
文
脈
上s’appelle

と
な
る
の
が
正
し
い
が
、
左
ペ
ー

ジ
に
ド
イ
ツ
語
原
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、die«

H
eim
at
»
genannt

と
あ
る
の
で
、
ド
イ
ツ
語
も
読
め
た
辻
は
文
意
を
正
し
く
理
解
で
き

た
と
思
わ
れ
る

飯
島
注
〕
。
こ
の
語
は
こ
こ
で
本
質
的
な
意
味
で

考
え
ら
れ
、
愛
国
的
、
国
家
主
義
的
に
で
は
な
く
、
存
在
の
歴
史
の

観
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
。
故
郷
の
本
質
は
同
時
に
、
存
在
の
歴

史
の
本
質
に
基
づ
い
て
近
代
人
の
故
郷
喪
失
を
考
え
る
意
図
で
言
及
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さ
れ
て
い
る
。

L
'absence

de
patrie

qui
reste

ainsi
à
penser

repose
dans

l'abandon
de
l'É
tre,

propre
à
étant.E

lle
est
le
signe

de
l'oubli

de

l’É
tre.

（
四
）

こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
い
る
故
郷
喪
失
は
存
在
者
固
有

の
存
在
の
放
棄
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
存
在
忘
却
の
し
る

し
で
あ
る
。

迂
遠
な
手
続
き
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
辻
の
表
現
の
由
来

を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
集
団
表
象
」
の
喪
失
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
い
う
近
代
人
に
お
け
る
「
故
郷
喪
失
」
と
非
常
に
近
似
す
る
事
態
で

あ
る
こ
と
、
こ
の
「
故
郷
喪
失
」
は
、
た
と
え
ば
小
林
秀
雄
ら
の
い
う
近

代
の
都
市
に
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
に
は
故
郷
が
な
い
と
い
う
意
味
と
は
異

な
り
、
人
間
が
存
在
を
「
忘
却
」
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
人
間
が

「
存
在
」
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
〉
と
い
う
哲
学
的
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
こ
で
い
う
「
存
在
」
に
つ
い
て
、
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
』

に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

D
ans

son
essence

historico-ontologique,
l'hom

m
e
est

cet
étant

dont
l'être

en
tant

qu'ek-sistence
consiste

en
ceci

qu'il
habite

dans
la
proxim

ité
de
l’É
tre.

L
'hom

m
e
est
le
voisin

de
l’É
tre.

（

五
）

存
在
史
的
な
本
質
に
お
い
て
、
人
間
は
存
在
者
で
あ
り
、ek-sistence

と
し
て
の
そ
の
存
在
は
存
在
者
が
存
在
の
近
く
に
住
む
と
い
う
こ
と

に
あ
る
。
人
間
は
存
在
の
隣
人
で
あ
る
。

«
l'ek-sistence

»
est
l'habitation

ek-statique
dans

la
proxim

ité
de

l'É
tre.

（
六
）

ek-sistence

は
存
在
の
近
く
に
脱
自
的
に
住
む
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
辻
の
手
記
に
あ
るposition

extatique

と
い
う
語
は
、
次
の
部
分

に
拠
っ
て
い
る
。

D
ans

son
contenu,

l’ek-sistence
signifie

positon
extatique

dans

la
vérité

de
l’É
tre.

（
七
）

内
容
的
に
は
、ek-sistence

は
存
在
の
真
理
の
な
か
に
脱
自
的
に
位

置
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ek-sistence

（
ド
イ
ツ
語
原
文
はE

k-sistenz

）
と
は
語
源
的
に
は
〈
外

部
へ
と
出
で
立
つ
者
〉
を
意
味
す
る
。
渡
邊
二
郎
は
「
存
在
へ
と
身
を
開

き
、
そ
こ
へ
と
出
で
立
つ
あ
り
方
」
と
訳
し

（
八
）

、
辻
も
触
れ
る
こ
と
が

可
能
で
あ
っ
た
桑
木
務
の
訳
で
は
「
明
在
」
と
さ
れ
て
い
る

（
九
）

。
存
在

者
と
し
て
の
人
間
は
、
そ
の
自
己
の
限
定
さ
れ
た
あ
り
か
た
か
ら
外
へ

（ex-

）
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
に
近
づ
く
と
い
う
発
想
が
こ
こ
に
あ

る
。
人
間
の
外
部
に
あ
る
世
界
の
現
象
を
、
個
別
の
眼
差
し
で
捉
え
る
よ

う
に
な
っ
た
と
き
、
人
は
実
際
に
は
存
在
か
ら
遠
く
離
れ
、
存
在
の
基
盤

を
失
っ
て
い
る
と
辻
は
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
「
存
在
」
の
喪
失
と
そ
の
回
復
の
問
題
に
、「
ナ
ラ
シ
オ
ン
」

は
か
か
わ
わ
る
こ
と
に
な
る
。

ナ
ラ
シ
オ
ン
は
事
実
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
像
的
な
自
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由
な
能
力
と
価
値
を
手
に
入
れ
る
。
ナ
ラ
シ
オ
ン
に
よ
っ
て
現
前
す

る
事
物
の
具
体
性
、
感
覚
性
は
、
知
的
対
象
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
一
般
の
な
か
の
任
意
の
個
別
で
は
な
い
。

「
集
団
表
象
」
が
崩
壊
し
た
状
況
で
は
、
「
事
実
」
を
伝
達
す
る
態
度

で
は
人
間
は
外
界
に
散
在
す
る
事
物
と
偶
然
的
、
外
的
に
結
び
つ
く
に
す

ぎ
ず
、
世
界
と
本
質
的
に
か
か
わ
る
体
験
が
不
可
能
に
な
る
。
存
在
の
本

質
か
ら
人
間
は
疎
外
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
打
破
し
、
世

界
を
本
質
的
な
空
間
に
組
み
替
え
る
こ
と
が
、
「
ナ
ラ
シ
オ
ン
」
の
役
割

で
あ
る
と
辻
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
辻
は
古
代
的
な
共
同
体
が
崩
壊
し
た
後
の
世
界
の
在
り
か

た
に
つ
い
て
「
偶
然
的
」
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
般
的
な
知
的
体
系
の
拡
が
り
の
な
か
で
、
一
片
の
個
物

―
個
別

的
な
偶
然
的
な
制
約
さ
れ
た
事
物

―
に
お
と
し
め
ら
れ
た
存
在

は
、
こ
の
ナ
ラ
シ
オ
ン
の
新
し
い
意
識
の
な
か
で
、
具
体
的
な
、
感

情
伝
達
的
な
面
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
る
。

我
々
は
小
説
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
無
意
味
な
偶
然
的
な
空
間
を
真

に
人
間
的
な
空
間
と
し
、
神
秘
的
な
共
同
態
的
な
反
動
性
で
は
な
く
、

人
間
と
し
て
の
尊
厳
の
た
め
の
生
命
を
回
復
す
る
可
能
性
を
創
造
す

る
の
だ
。

こ
う
し
た
記
述
に
お
け
る
「
偶
然
」
の
語
義
は
必
ず
し
も
自
明
と
は
い

え
な
い
。
人
間
と
世
界
と
の
出
会
い
が
偶
然
的
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
、

人
間
の
生
き
る
空
間
が
無
意
味
に
な
り
、
ま
た
事
物
の
存
在
が
貶
め
ら
れ

る
と
ま
で
は
い
え
ま
い
。
そ
こ
で
こ
の
語
の
周
辺
を
追
っ
て
み
る
と
、

我
々
の
文
明
は
、
単
に
我
々
と
外
的
な
関
係
を
結
ぶ
存
在
に
み
た
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
人
間
と
事
物
の
関
係
が
「
偶
然

的
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
。
「
外
的
」
な
関
係
に

人
間
と
世
界
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
偶
然
と
い
う
語
は
ど
の
よ
う
な

点
で
接
点
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

現
代
人
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
辻
は
留
学
中
の
手
記
（
一
九
五

九
・
十
二
・
四
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

我
々
は
実
生
活
に
お
い
て
偶
然
的
な
表
面
的
な
状
況
に
し
か
置
か
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
は
実
用
、
そ
の
他
の
体
系
に
閉
さ
れ
、
我
々
が
、

つ
ね
に
手
段
の
系
列
に
陥
り
、
物
の
本
質
と
接
触
し
え
な
い
で
い
る

と
こ
ろ
か
ら
生
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
辻
は
「
物
語
と
小
説
の
あ
い
だ
」
の
原
型
と
な
る
認
識
を

既
に
書
き
留
め
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
か
ら
は
「
偶
然
」
が
、
世
界
内
に

存
在
す
る
も
の
と
本
質
的
な
関
係
を
も
て
な
い
状
況
を
意
味
し
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

こ
う
し
た
「
偶
然
」
の
語
の
由
来
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
ヘ
ー
ゲ

ル
『
小
論
理
学
』E

nzyklopädie

（1817

）
に
お
け
る
定
義
で
あ
る
。
先

に
触
れ
た
よ
う
に
、
辻
は
「
物
語
と
小
説
の
あ
い
だ
」
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美

学
』
を
引
用
し
て
古
代
的
現
実
に
お
い
て
「
世
界
」
と
「
個
人
」
が
「
生
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き
い
き
し
た
き
づ
な
」
で
結
び
つ
い
て
い
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て

マ
マ

こ
れ
と
反
対
の
状
況
が
、
『
小
論
理
学
』
の
「
偶
然
」
の
定
義
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
。
第
二
部
「
本
質
論
」
一
四
五
の
補
遺
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

偶
然
的
な
も
の
と
は
一
般
に
、
そ
の
存
在
の
根
拠
を
自
分
自
身
の
う

ち
に
で
な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
持
つ
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
わ

れ
わ
れ
は
偶
然
的
な
も
の
を
、
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
存
在

し
な
い
こ
と
も
で
き
、
或
る
形
で
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
他

の
形
で
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
が
存
在
す
る

か
、
存
在
し
な
い
か
、
お
よ
び
そ
れ
が
或
る
形
で
存
在
す
る
か
、
あ

る
い
は
他
の
形
で
存
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
根
拠
を
、
自
分
自
身

の
内
に
で
は
な
く
、
他
の
も
の
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
も
の
、
と
考

え
る
。（

十
）

人
間
と
世
界
と
の
関
係
が
、
そ
の
根
拠
を
自
ら
の
内
部
に
持
ち
え
ず
、

外
的
な
状
況
に
依
存
し
て
い
る
状
態
を
辻
の
い
う
「
偶
然
」
と
理
解
す
る

と
、
偶
然
性
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
外
的
な
関
係
し
か

結
ん
で
い
な
い
こ
と
を
偶
然
的
な
関
係
と
す
る
こ
と
も
整
合
性
が
つ
く
。

現
在
の
文
明
社
会
に
偏
在
す
る
存
在
は
人
間
が
「
外
的
な
関
係
」
を
し
か

結
び
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
「
物
の
本
質
」
と
か
か
わ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
人
間
は
世
界
に
存
在
す
る
根
拠
を
見
失

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
偶
然
」
に
制
約
さ
れ
た
状
況

を
超
出
し
、
「
人
間
的
な
空
間
」
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
と

い
え
よ
う
。

古
代
社
会
に
お
い
て
、
神
話
を
人
々
は
「
真
実
と
見
」
、
「
神
話
に
見
ら

れ
る
非
合
理
な
事
柄
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
彼
ら
の
真
実
な
表
現
だ
っ
た
」

と
辻
は
い
う
。
し
か
し
現
代
で
は
、
「
事
実
性
」
は
「
知
的
体
系
の
な
か

で
の
操
作
」
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
「
限
定
的
で
あ
り
、
偶
然
的
」

と
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
し
て
辻
は
「
事
実
の
ナ
ラ
シ
オ
ン
か
ら
架

空
の
ナ
ラ
シ
オ
ン
へ
の
変
化
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
辻
は
手
記
（
一

九
六
〇
・
二
・
九
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

状
況
を
か
え
る
と
い
う
ア
ク
ト
の
な
か
に

sein

が
明
瞭
に
あ
ら
わ

れ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
外
に
、
つ
ね
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
「
考
え

る
」
と
い
う
ア
ク
ト
の
本
質
も
、
わ
れ
わ
れ
の
外
に
出
る
と
い
う
こ

と
の
な
か
に
あ
る
。
状
況
を
か
え
る
と
は
「
世
界
」
に
向
う
こ
と
で

あ
る
。
「
世
界
＝
内
＝
存
在
」
の
意
識
を
よ
り
強
く
持
つ
こ
と
で
あ

る
。
書
く
こ
と
が
状
況
を
か
え
る
の
は
、
そ
れ
が
「
世
界
」
に
参
加

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
書
く
行
為
の
中
に
ザ
イ
ン
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
（
略
）
外
界
は
主
体
と
対
立
し
な
が
ら
、
主
体
に
従

う
も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
真
の
存

在
で
も
な
く
対
象
で
も
な
い
。
そ
れ
は
概
念
に
よ
っ
て
物
の
一
部
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
我
々
は
そ
の
一
端
を
通
し
て
し
か
生

活
し
て
い
な
い
。
「
か
た
ち
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
狭
い
限
定
を
破
っ
て
、
「
物
」
が
そ
の
も
の
と
し
て
全
体
を
あ

ら
わ
す
場
合
を
い
う
。
小
説
家
に
と
っ
て
言
語
は
、
物
語
は
、
か
か

る
「
形
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

「
書
く
」
行
為
を
と
お
し
て
、
人
は
「
わ
れ
わ
れ
の
外
に
出
る
」

―

こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
うek-sistence

と
し
て
の
存
在
の
在
り
か
た

で
あ
る

―
つ
ま
り
存
在
へ
と
身
を
開
く
。
「
偶
然
」
に
依
存
し
た
、
つ
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ま
り
そ
の
根
拠
を
喪
失
し
た
、
世
界
と
の
か
か
わ
り
か
た
は
終
わ
り
、
世

界
に
存
在
す
る
根
拠
を
見
出
す
。
小
説
は
、
「
架
空
の
ナ
ラ
シ
オ
ン
」
す

な
わ
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
語
り
を
と
お
し
て
書
き
手
の
み
な
ら
ず
読
者
を

「
偶
然
的
」
な
空
間
か
ら
連
れ
出
し
、
存
在
の
本
質
を
開
示
す
る
機
能
を

持
っ
て
い
る
と
辻
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

『
回
廊
に
て
』（
「
近
代
文
学
」
一
九
六
二
・
七
～
一
九
六
三
・
一
、
一

九
六
三
・
七

新
潮
社
よ
り
刊
行
）
の
語
り
手
は
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
娘

で
画
家
で
あ
る
マ
ー
シ
ャ
の
生
涯
を
、
彼
女
の
日
記
、
同
業
の
友
人
パ
パ

ク
リ
サ
ン
ト
ス
の
証
言
、
同
じ
く
画
家
で
マ
ー
シ
ャ
と
も
知
り
合
い
だ
っ

た
自
身
の
回
想
を
通
し
て
再
構
成
す
る
。
そ
し
て
彼
女
が
「
黒
々
と
続
く

岩
群
」
の
よ
う
な
現
実
を
超
越
し
、
外
面
的
に
は
報
わ
れ
る
と
こ
ろ
少
な

か
っ
た
自
身
の
生
と
和
解
す
る
ま
で
を
描
く
。

「
黒
々
と
し
た
」
現
実
の
感
覚
は
、
は
じ
め
芸
術
的
な
恍
惚
感
の
経
験

の
後
に
マ
ー
シ
ャ
を
襲
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
感
覚
は
マ
ー
シ
ャ
の
精
神

の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
、
し
ば
ら
く
は
生
の
充
実
感
に
よ
っ
て
消
失

し
て
も
、
画
業
の
困
難
や
親
友
の
死
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
結
婚
生
活
の

破
綻
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
彼
女
の
内
面
を
侵
蝕
す
る
。
そ
の
活
動
の
初
期

に
一
作
ご
と
に
変
貌
す
る
膨
大
な
作
品
を
描
い
た
後
、
マ
ー
シ
ャ
は
長
期

間
筆
を
断
つ
こ
と
に
な
る
。

終
的
に
マ
ー
シ
ャ
が
こ
の
意
識
か
ら
解
放

さ
れ
た
の
は
、
晩
年
、
中
世
の
一
角
獣
と
貴
婦
人
の
タ
ピ
ス
リ
を
前
に
し

て
、
「
永
遠
ト
呼
ン
デ
モ
イ
イ
至
福
ノ
空
間
」
を
感
じ
て
か
ら
で
あ
る
。

彼
女
は
「
自
分
の
作
品
が
屋
根
裏
で
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
重
要
で
な

い
」
と
い
い
、
一
九
五
〇
年
に
療
養
所
で
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
の
二
年
間
、

困
窮
と
病
の
な
か
昔
同
様
の
激
し
さ
で
制
作
を
再
開
し
た
。

先
行
研
究
で
は
、
パ
リ
留
学
時
に
マ
ー
シ
ャ
と
知
り
合
っ
た
日
本
人
の

友
人
「
私
」
が
作
品
全
体
を
統
括
し
、
マ
ー
シ
ャ
の
話
、
日
記
、
周
辺
人

物
の
証
言
を
再
構
成
す
る
と
い
う
特
殊
な
形
式
に
関
心
の
中
心
が
向
か
っ

て
い
た
。
清
水
徹
は
、『
廻
廊
に
て
』
を
含
め
た
辻
邦
生
の
作
品
群
を
「
証

言
小
説
」
と
呼
び
、
「
一
つ
の
物
語
が
展
開
し
て
ゆ
く
の
を
現
場
で
目
撃

し
た
《
証
人
》
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
完
結
し
た
物
語
の
記
録
を
た
ま
た

ま
発
見
し
た
人
物
《
私
》
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
作
品
」
と
定
義
し
た

（
十
一
）

。

小
田
島
本
有
は
「
主
人
公
の
生
涯
を
跡
づ
け
「
私
」
が
そ
こ
に
「
定
義
」

を
与
え
る
と
い
う
作
品
構
造
」
を
見
て
取
り
、
人
間
の
生
涯
を
物
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
生
に
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
物
語
行
為
の
本
質
を
問

う
て
い
る

（
十
二
）

。
小
田
島
は
、
辻
の
小
説
の
主
人
公
の
多
く
が
孤
独
者
で

あ
る
と
し
た
う
え
で
、
「
彼
の
小
説
で
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ

う
い
う
孤
独
者
た
ち
を
そ
の
ま
ま
闇
に
葬
る
こ
と
を
せ
ず
、
彼
ら
の
生
涯

を
跡
づ
け
て
い
く
こ
と
に
つ
き
動
か
さ
れ
、
そ
こ
に
人
類
普
遍
の
「
遺
産
」

を
見
出
し
て
い
く
語
り
手
「
私
」
の
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。『
廻

廊
に
て
』
の
場
合
、
マ
ー
シ
ャ
が
芸
術
家
と
し
て
の
主
体
を
回
復
す
る
物

語
を
〈
証
言
者
〉
た
る
「
私
」
が
語
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
語
り
手
自
身

も
ま
た
生
の
意
味
を
解
明
・
発
見
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
小
説
に
お
い
て
ま
ず
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
主
人
公
で
あ

る
マ
ー
シ
ャ
や
、
修
道
院
附
属
の
寄
宿
学
校
で
生
活
し
て
い
た
少
女
時
代

の
彼
女
に
深
い
影
響
を
与
え
、
そ
の
後
も
数
少
な
い
友
人
と
し
て
か
か
わ

っ
た
ア
ン
ド
レ
た
ち
が
、
辻
の
小
説
論
に
述
べ
ら
れ
た
人
間
存
在
へ
の
問

題
意
識
を
背
負
っ
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

寄
宿
学
校
生
時
代
、
あ
る
夕
方
マ
ー
シ
ャ
は
規
則
を
犯
し
て
外
出
し
山

に
登
り
、「
展
望
ガ
開
ケ
」「
自
由
ナ
、
空
一
杯
ニ
拡
ガ
ル
ヨ
ウ
ナ
解
放
感
」
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に
襲
わ
れ
、
「
甘
美
ナ
感
情
」
に
満
た
さ
れ
る
。
マ
ー
シ
ャ
の
「
手
ハ
本

能
的
ニ
動
キ
ダ
シ
」
風
景
の
写
生
を
す
る
。「
自
分
ノ
コ
ト
」
を
忘
れ
、「
白

熱
シ
タ
、
輝
ク
流
レ
ノ
ヨ
ウ
ナ
モ
ノ
ニ
運
ビ
去
ラ
レ
」
て
し
ま
う
。
し
か

し
時
間
の
経
過
と
と
も
に
風
景
が
「
黒
イ
死
骸
ト
ナ
ッ
テ
横
タ
ワ
ッ
テ
イ
」

る
の
を
見
、
自
身
を
「
黒
ク
点
々
ト
突
キ
出
テ
イ
ル
岩
群
ノ
一
ツ
」
の
よ

う
に
、
ま
た
こ
の
現
実
の
世
界
を
「
黒
々
ト
続
ク
岩
群
」
で
あ
る
と
感
じ

取
る
。
さ
ら
に
は
「
コ
ノ
世
ノ
コ
ト
ダ
ケ
ガ
本
当
」
で
あ
っ
て
「
黒
々
ト

長
ク
続
ク
岩
群
ノ
ヨ
ウ
ニ
、
コ
ノ
世
ノ
コ
ト
ハ
手
ゴ
タ
エ
ガ
ア
ル
」
と
思

い
込
も
う
と
す
る
。
甘
美
な
経
験
は
「
手
ゴ
タ
エ
」
を
欠
い
た
、
不
確
か

な
束
の
間
の
も
の
に
す
ぎ
ず
、
確
か
な
存
在
た
り
得
な
い
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
。

語
り
手
は
マ
ー
シ
ャ
の
こ
の
経
験
を
「
外
界
が
自
己
に
対
立
さ
せ
ら
れ
」

た
状
況
と
捉
え
、
自
分
が
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
」
の
よ
う
な
「
厳
た
る

外
界
」
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
思
春
期
の
精
神
状
態
と
解

釈
す
る
。
そ
の
後
も
彼
女
は
詩
的
な
情
感
や
甘
美
な
映
像
を
感
受
し
恍
惚

と
す
る
経
験
は
持
つ
が
、
そ
れ
は
「
彼
女
の
不
意
を
つ
い
て
起
る
」
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
後
に
は
「
黒
々
と
固
く
つ
づ
く
岩
群
の
感
覚
」
が
呼
び
起

こ
さ
れ
る
。
マ
ー
シ
ャ
に
と
っ
て
、
世
界
・
事
物
は
自
己
を
疎
外
す
る
も

の
と
し
て
現
れ
、
そ
の
感
覚
を
忘
れ
さ
せ
甘
美
な
惑
溺
に
浸
ら
せ
る
芸
術

的
恍
惚
体
験
は
、
辻
の
用
語
に
拠
れ
ば
「
偶
然
的
」
な
も
の
の
域
を
出
て

い
な
い
と
い
え
る
。
確
実
な
世
界
は
マ
ー
シ
ャ
自
身
に
と
っ
て
の
根
拠
を

も
た
な
い
外
部
的
な
存
在
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
と

外
部
世
界
が
「
対
立
」
し
て
い
る
と
は
、
辻
が
「
物
語
と
小
説
の
あ
い
だ
」

で
指
摘
し
た
近
代
の
人
間
の
置
か
れ
た
状
態
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
ア
ン
ド
レ
の
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
彼
女
は
実
家
・
ド
ー
ヴ

ェ
ル
ニ
ュ
館
に
マ
ー
シ
ャ
を
招
い
た
際
、
「
生
き
て
い
る
と
い
う
実
感
」

に
つ
い
て
語
る
。
そ
れ
は
「
死
と
い
う
厳
然
と
し
た
存
在
に
感
じ
る
抵
抗

感
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
死
を
忌
避
し
て
安
全
な
生
に

逃
避
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
生
を
死
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
く

生
を
味
わ
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
に
よ
れ
ば
「
危
険
の
な
か
に
身
を

置
い
て
い
る
」
人
間
だ
け
が
「
人
間
に
残
さ
れ
た

後
の
高
貴
な
も
の
を
、

担
い
つ
づ
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
死
を
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
考
え

る
こ
と
を
通
し
て
本
質
的
な
生
が
可
能
に
な
る
と
彼
女
は
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
死
生
観
に
立
つ
と
き
、
現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
生
は
安
穏
無
事

な
生
活
を
送
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
「
生
の
外
側
に
出
て
」「
生
の
形
を
演

じ
て
」
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
人
間
の
生
は
、
本
来
自
己
の
本
質
で
あ
る

べ
き
死
を
徹
底
的
に
人
間
と
無
縁
な
外
部
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
か
え
っ
て
生
の
根
拠
を
喪
失
し
て
い
る
。
辻
の
い
う
「
物
の
本

質
」
と
か
か
わ
る
こ
と
の
な
い
、
非
「
人
間
的
な
空
間
」
に
閉
ざ
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
マ
ー
シ
ャ
は
ア
ン
ド
レ
の
事
故
死
を
知
っ
た
後
、
彼
女
と
の
か
か

わ
り
を
と
お
し
て
獲
得
し
た
と
思
っ
て
い
た
「
自
分
が
そ
れ
ま
で
属
し
て

い
た
世
界
」
が
、「
〈
一
つ
の
も
の
〉
で
あ
っ
て
、
こ
の
黒
々
と
重
い
現
実

の
中
に
、
含
ま
れ
」
て
い
る
こ
と
、
「
世
界
が
、
た
だ
一
つ
の
広
大
な
世

界
だ
」
と
い
う
認
識
が
崩
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
手
紙
に
記
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
「
失
墜
」
し
た
現
実
は
「
私
の
机
が
〈
一
個
の
机
〉
で
あ

っ
て
、
他
の
机
群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
」
と
表
現
さ
れ
る
。

こ
こ
で
マ
ー
シ
ャ
の
い
う
「
一
つ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
注
釈
す
る
必

要
が
あ
る
。
辻
は
「
神
々
の
死
の
後
に
」
に
お
い
て
、
言
葉
の
機
能
を
考

察
し
た
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

言
葉
が
世
界
を
つ
く
り
、
生
成
に
関
与
し
、
詩
人
は
世
界
を
根
拠
づ
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け
る
人
々
で
あ
っ
た
。
（
略
）
言
葉
は
生
成
す
る
世
界
を
自
己
の
う

ち
に
集
め
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
語
で
ロ
ゴ
ス
（
言
）
と
は

legein

（
集
め
る
）
か
ら
由
来

す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
す
べ
て
を
根
拠
づ
け
、
あ
ら
し

め
る
―
云
い
か
え
れ
ば
存
在
を
言
葉
に
集
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

言
葉
は
、
か
か
る
意
味
で
「
一
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
す
べ
て
」

の
存
在
を
あ
ら
し
め
、
集
め
る
故
に
「
す
べ
て
」
で
あ
り
え
た
。

こ
う
し
た
記
述
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
形
而
上
学
入
門
』E
infürung

in
die

M
etaphysik

（M
ax
N
iem
eyer

V
erlag,

1953

）
及
び
『
哲
学
と

は
何
か
』W

as
ist
das

―

die
P
hilosophie?

（V
erlag

G
ünther

N
esk,

1953

）
に
拠
っ
て
い
る
。『
形
而
上
学
入
門
』
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、logos

に

つ

い

て

die
ständige

S
am
m
lung,

die
in

sich
stehende

G
esam

m
eltheit

des
S
eienden,

d.
h.
das

S
ein.

（

十
三
）

「
絶
え
る
こ
と
な
き

集
約
、
存
在
者
の
自
身
の
な
か
に
立
つ
集
約
さ
れ
た
あ
り
か
た
、
す
な
わ

ち
存
在
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
『
哲
学
と
は
何
か
』
で
はE

ines
(ist)

A
lles

「
一
は
全
（
で
あ
る
）
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
分
析
し
、
辻
の
同
評
論

内
で
の
訳
に
拠
れ
ば
「
《
す
べ
て
》
と
は
、
こ
こ
で
は
、
存
在
す
る
も
の

の
集
合
、
全
体
性
を
意
味
す
る
。
《
一
》
と
は
、
一
つ
で
あ
る
も
の
、
唯

一
な
も
の
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
を
統
一
す
る
も
の
、
を
意
味
す
る
。
し
か

し
統
一
と
は
、
《
存
在
》
の
な
か
に
お
け
る
《
存
在
す
る
も
の
》
す
べ
て

の
こ
と
だ
。
」
と
説
い
て
い
る
。
辻
が
訳
し
た
部
分
に
つ
づ
く
箇
所
で
は

daß
das

S
eiende

im
S
ein

versam
m
elt
bleibt,

daß
im
S
cheinen

von

S
ein

das
S
eiende

erscheint

（

十
四
）

「
存
在
者
が
存
在
の
な
か
に
集
約
さ
れ

て
あ
る
こ
と
、
存
在
か
ら
の
光
の
中
で
存
在
者
が
輝
く
こ
と
」
が
ギ
リ
シ

ャ
人
を
驚
異
さ
せ
、
叡
智
へ
と
向
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
辻
は
多

義
的
な
内
容
を
持
つ
ロ
ゴ
ス
を
こ
こ
で
「
言
葉
」
と
限
定
し
て
理
解
し
て

い
る
。
そ
し
て
存
在
者
の
存
在
を
照
ら
し
出
す
機
能
を
言
葉
に
認
め
て
い

る
。
こ
れ
が
〈
「
一
」
に
お
い
て
「
す
べ
て
」
を
集
約
し
て
示
す
こ
と
〉

と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
こ
と
で

あ
り
、
今
や
言
語
は
「
貨
幣
が
」
「
流
通
価
値
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う

に
」
、
「
現
存
在
と
は
別
個
の
、
切
り
離
さ
れ
た
体
系
の
な
か
で
」
「
伝
達

の
用
具
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
言
語
は
「
一
般
的
」
な
「
任
意
」

の
事
物
の
表
象
に
す
ぎ
ず
、「
存
在
の
あ
ら
わ
れ
」
に
な
っ
て
い
な
い
。「
個

々
の
事
物
が
単
な
る
「
一
」
な
る
も
の
」
で
あ
る
現
在
、
「
物
語
も
偶
然

的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
辻
は
考
え
る
。
マ
ー
シ
ャ
の
い
う

「
一
個
の
机
」
の
「
一
」
は
、
こ
の
任
意
の
「
単
な
る
「
一
」
」
を
意
味

し
て
い
る
。
辻
の
い
う
、
外
界
が
自
己
の
存
在
と
本
質
的
な
関
係
を
喪
失

し
て
、
任
意
の
、
偶
然
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
に
彼
女
は
陥

っ
た
の
で
あ
る
。

パ
リ
の
画
塾
に
入
っ
て
か
ら
の
マ
ー
シ
ャ
は
「
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
い
る
気
魄
と
緊
張
」
を
「
私
」
に
感
じ
さ

せ
る
作
品
を
多
く
制
作
す
る
。
語
り
手
は
マ
ー
シ
ャ
の
作
品
に
「
内
か
ら

溢
れ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
主
情
性
」
を
読
み
取
っ
た
が
、
パ
パ
ク
リ
サ
ン

ト
ス
は
彼
女
の
作
品
を
「
抒
情
へ
の
転
落
」
と
見
る
。
自
分
の
絵
の
色
彩

や
線
が
「
不
安
定
な
、
偶
然
に
引
き
さ
か
れ
て
い
る
」
の
を
マ
ー
シ
ャ
も

感
じ
、
「
腕
が
動
か
な
く
な
る
」
と
い
っ
た
挫
折
を
味
わ
う
の
は
、
パ
パ

ク
リ
サ
ン
ト
ス
の
指
摘
が
正
鵠
を
射
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
自

分
の
内
部
か
ら
溢
れ
る
情
念
を
発
散
す
る
こ
と
は
、
存
在
の
本
質
に
到
達

し
そ
れ
を
開
示
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
恣
意
性
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
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に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
は
画
家
で
あ
り
、
言
語
を
課
題
と
し
て
は
い
な
い
か
ら
、
物

語
行
為
の
困
難
に
直
面
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
自
分
の
関
係
す

る
も
の
が
偶
然
に
支
配
さ
れ
、
任
意
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
状
態
に
あ
る
苦

悩
を
体
験
し
て
い
る
点
で
、
辻
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

四

『
廻
廊
に
て
』
の
語
り
手
「
私
」
は
、
単
に
資
料
を
整
理
し
て
読
者
に

提
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
物
語
の
創
出
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。
語
り
手
は
マ
ー
シ
ャ
の
彼
女
の
生
活
史
を
語
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の

語
り
方
は
、
「
私
」
が
日
記
に
沿
っ
て
マ
ー
シ
ャ
の
生
を
紹
介
す
る
形
式

を
し
ば
し
ば
逸
脱
し
、
語
り
手
が
「
日
記
」
や
証
言
に
は
な
い
物
語
を
語

る
形
に
変
形
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ー
シ
ャ
が
寄
宿
学
校
時
代
の
友
人

ア
ン
ド
レ
と
共
に
、
売
却
さ
れ
た
古
城
で
の
祭
典
を
訪
ね
た
場
面
。

ア
ン
ド
レ
の
眼
は
黒
く
異
様
に
ひ
か
り
、
谷
間
か
ら
ふ
き
あ
が
る
底

冷
え
た
夜
気
の
な
か
で
、
身
体
を
た
え
ず
ふ
る
わ
せ
て
い
た
。
広
間

で
は
ビ
ー
ル
の
酔
い
が
ま
わ
り
は
じ
め
た
ら
し
く
、
陽
気
な
、
古
い

歌
の
合
唱
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
篝
火
が
露
台
の
隅
で
、
金
粉
を
は

じ
い
て
、
な
お
燃
え
続
け
て
い
た
。
マ
ー
シ
ャ
は
気
づ
か
わ
し
げ
に

ア
ン
ド
レ
の
手
を
と
っ
た
。

「
四
季
の
め
ぐ
り
」
や
信
仰
の
内
に
安
息
し
て
い
た
歴
史
あ
る
城
が
売

り
物
に
さ
れ
て
し
ま
う
状
況
に
対
し
て
、
ア
ン
ド
レ
が
精
神
的
な
衝
撃
を

受
け
て
い
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
が
マ
ー
シ
ャ
の
日

記
を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
気
づ
か
わ
し
げ
に
」
と
い
う
記
述

は
そ
ぐ
わ
な
い
。
微
細
な
表
現
で
は
あ
れ
、
こ
こ
で
語
り
手
は
日
記
か
ら

逸
脱
し
て
、
自
ら
の
物
語
世
界
を
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ア
ン
ド
レ
が
意
識
喪
失
を
伴
う
神
経
的
発
作
の
持
病
を
抱
え
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
志
し
て
飛
行
機
の
訓
練
を

受
け
、
墜
落
事
故
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
挿
話
で
は
、
「
私
」
は
ま
ず
搭
乗

し
よ
う
と
す
る
ア
ン
ド
レ
の
姿
を
想
像
す
る
。
当
初
は
「
～
に
ち
が
い
な

い
」
「
～
か
も
し
れ
な
い
」
「
～
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
推
測
に
よ
っ
て
文

が
綴
れ
ら
れ
る
が
、
突
然
語
り
手
は
超
越
的
な
視
点
を
獲
得
す
る
。

い
ま
、
吹
き
は
じ
め
る
烈
風
の
な
か
で
、
機
体
は
不
安
な
動
揺
を
は

じ
め
る
の
だ
。
（
略
）
ア
ン
ド
レ
は
防
風
眼
鏡
ご
し
に
、
村
々
を
な

が
め
、
耕
地
の
な
か
を
の
び
る
古
い
街
道
を
な
が
め
る
。
そ
の
街
道

は
白
々
と
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
記
憶
の
よ
う
に
、
耕
地
を
こ
え
、

丘
を
の
ぼ
っ
て
、
の
び
て
い
る
。

さ
ら
に
ア
ン
ド
レ
が
「
な
が
め
」
て
い
る
街
道
に
つ
い
て
語
り
手
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

パ
リ
に
向
っ
て
い
る
は
ず
の
そ
の
街
道
は
、
か
つ
て
ベ
ル
ア
ン
王
Ｈ

＊
＊
を
擁
し
て
、
ア
ン
リ
・
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
が
北
上
し
た
道
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
皮
肉
な
武
将
ア
ン
リ
は
、
新
し
い
時

代
の
曙
光
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
風
の
吹
き
す
さ
ぶ
オ
ー

ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
一
族
の
執
念
が
成
就
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
し
て

も
、
そ
の
時
で
さ
え
、
果
て
し
な
く
廻
転
し
つ
づ
け
る
活
動
の
輪
に

す
ぎ
ぬ
人
間
の
、
つ
か
の
間
の
姿
し
か
、
そ
こ
に
見
な
か
っ
た
の
で
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は
あ
る
ま
い
か
。

ア
ン
リ
・
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
は
ア
ン
ド
レ
の
祖
先
に
あ
た
り
、
十
六
世

紀
後
半
に
現
在
の
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
館
を
建
て
た
。
彼
に
つ
い
て
マ
ー
シ

ャ
は
強
い
関
心
を
持
ち
、
日
記
に
綴
っ
て
い
る
。
ア
ン
リ
は
策
略
と
抗
争

の
只
中
を
生
き
、
多
く
の
敵
を
も
ち
、
憎
悪
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
「
ど
ー
ゔ
ぇ
る
に
ゅ
ホ
ド
ニ
人
間
ヤ
現
実
ヲ
正
シ
ク
見
タ
人

ハ
」
な
く
、
「
人
間
ノ
葛
藤
劇
ヲ
、
マ
ル
デ
将
棋
ノ
駒
ノ
動
キ
ノ
ヨ
ウ
ニ

見
テ
イ
タ
」
と
い
う
。
激
し
く
転
変
す
る
状
況
の
只
中
に
生
き
つ
つ
、
そ

の
状
況
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
実
を
正
し
く
冷
徹
に
俯
瞰
し
た
こ

と
が
、
マ
ー
シ
ャ
の
関
心
を
捉
え
た
。

マ
ー
シ
ャ
の
日
記
の
同
じ
部
分
で
は
、
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
館
の
大
広
間

の
壁
面
を
飾
る
、
四
季
の
農
耕
詩
を
織
り
出
し
た
四
枚
続
き
の
タ
ピ
ス
リ

に
対
す
る
感
想
も
示
さ
れ
て
い
る
。
十
五
世
紀
終
わ
り
に
輿
入
れ
し
た
マ

リ
ー
・
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
が
結
婚
の
贈
り
物
と
し
て
受
け
取
っ
た
こ
の
タ

ピ
ス
リ
の
作
者
に
つ
い
て
、
マ
ー
シ
ャ
は
「
自
然
ノ
大
キ
ナ
循
環
ヲ
信
ジ
」

「
甘
美
ナ
安
息
ヲ
知
ッ
テ
イ
タ
」
と
考
え
る
。
タ
ピ
ス
リ
体
験
と
同
じ
章

に
お
か
れ
た
と
い
う
文
脈
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ア
ン
リ
・
ド
ー
ヴ
ェ
ル

ニ
ュ
は
、
死
へ
の
怖
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
生
を
十
全
に
生

き
切
っ
た
と
マ
ー
シ
ャ
に
理
解
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

作
品
の
冒
頭
近
く
に
は
、
マ
ー
シ
ャ
と
語
り
手
の
共
通
の
友
人
で
あ
っ

た
パ
パ
ク
リ
サ
ン
ト
ス
が
、
人
間
の
生
の
無
意
味
さ
に
つ
い
て
語
る
場
面

が
あ
る
。
彼
は
「
俺
た
ち
の
生
な
ど
は
一
場
の
夢
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
無

意
味
で
あ
り
、
人
間
自
体
の
存
在
が
誤
謬
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
」
と
い

う
。
し
か
し
「
俺
は
人
間
が
こ
う
し
た
無
意
味
の
な
か
に
立
ち
つ
づ
け
る

の
に
限
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
」
お
り
、
「
空
無
の
な
か
に
立
つ
」
困

難
を
感
じ
た
時
に
報
わ
れ
な
い
人
生
と
和
解
し
た
マ
ー
シ
ャ
を
思
い
出

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
分
が
不
思
議
と
慰
撫
さ
れ
、
勇
気
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
を
感
じ
」
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
私
」
は
パ
パ
ク
リ

サ
ン
ト
ス
と
共
に
マ
ー
シ
ャ
の
日
記
を
探
索
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ
の

結
果
と
し
て
『
廻
廊
に
て
』
の
物
語
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
私
」
は
作
品
の

終
章
「
結
び
」
で
、
戦
争
の
惨
禍
や
、
戦
後

マ
ー
シ
ャ
と
同
棲
し
た
彫
刻
家
に
つ
い
て
触
れ
る
。
強
制
収
容
所
体
験
を

生
き
延
び
た
こ
の
彫
刻
家
が
、
「
醜
悪
と
恐
怖
の
形
象
化
と
よ
り
ほ
か
、

呼
び
よ
う
の
な
い
」
作
品
を
制
作
し
続
け
、
遂
に
自
殺
し
た
こ
と
を
挙
げ

て
、
こ
れ
を
「
私
自
身

―
私
た
ち
自
身
の
問
題
に
つ
ら
な
る
」
こ
と
と

し
て
い
る
。
直
前
の
章
で
は
、
離
婚
後
Ｇ
＊
＊
市
で
図
案
工
と
し
て
働
く

マ
ー
シ
ャ
が
知
り
合
っ
た
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
活
動
を
行
う
ロ
ー
ザ
と
い
う

女
性
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
眼
く
ら
む
よ
う
な
歴
史
の
大
河
の
な
か
に
、
無
数
の
死

が
、
無
意
味
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
こ
と
か
し
ら
。
で
も
、
そ
れ
を
こ

え
て
生
き
つ
づ
け
る
意
志
を
信
じ
な
く
て
は

―
そ
の
意
志
が
支
え

つ
づ
け
る
〈
人
間
の
空
間
〉
を
信
じ
な
く
て
は
、
〈
死
〉
は
永
遠
に

個
別
的
な
、偶
然
の
も
の
に
お
と
し
め
ら
れ
る
ほ
か
な
い
の
よ
…
…
。

「
空
無
の
な
か
に
立
つ
」
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
人
間
の
生
と
死
に
、
い

か
に
し
て
意
味
を
与
え
る
か
が
、
「
私
」
に
と
っ
て
の
切
実
な
課
題
で
あ

っ
た
。
ア
ン
ド
レ
が
命
を
落
と
す
飛
行
訓
練
の
場
面
で
、
語
り
手
は
み
ず

か
ら
虚
構
行
為
を
お
こ
な
い
、
彼
女
が
眼
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
風
景
を

ア
ン
リ
・
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
の
死
を

無
意
味
へ
の
転
落
か
ら
救
い
出
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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語
り
手
が
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
人
間
の
生
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
意

志
は
、
語
り
の
構
成
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
『
廻
廊
に
て
』
は
「
私
」
が

登
場
し
て
直
接
語
り
を
始
め
る
前
に
「
序
詞
」
が
置
か
れ
、
そ
こ
で
は
マ

ー
シ
ャ
の
母
の
語
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
こ
こ
で
亡
命
生
活
を
送

っ
た
ド
レ
ス
デ
ン
時
代
に
お
け
る
苦
難
を
語
る
。
そ
の
精
神
状
態
は
、「
黒

イ
不
吉
ナ
悲
哀
ト
モ
イ
ウ
ベ
キ
モ
ノ
」
に
「
ア
ラ
ユ
ル
明
ル
サ
、
見
通
シ
、

希
望
」
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
夫
の
死
、
亡
命
生
活

と
い
う
外
的
な
事
情
に
精
神
を
蝕
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
日
、
彼
女
は
い
つ
も
の
よ
う
に
「
ア
レ
コ
レ
ト
胸
算
用
」
す
る
こ

と
も
な
く
「
夢
遊
病
者
ノ
ヨ
ウ
ニ
」
歩
い
て
「
機
械
的
ニ
」
じ
ゃ
が
い
も

を
買
い
、
袋
に
芋
が
転
が
り
込
ん
で
そ
の
「
重
イ
確
カ
ナ
」
手
ご
た
え
を

覚
え
る
。
す
る
と
じ
ゃ
が
い
も
の
「
重
サ
ガ
与
エ
ル
安
堵
感
、
ク
ツ
ロ
ギ

ヲ
、
今
マ
デ
感
ジ
ナ
カ
ッ
タ
現
実
ノ
感
覚
ノ
ヨ
ウ
ニ
」
感
受
す
る
。
「
胸

算
用
」
と
い
う
日
常
的
な
行
動
原
則
か
ら
外
れ
た
時
、
じ
ゃ
が
い
も
そ
の

も
の
の
確
実
な
存
在
感
、
物
質
感
に
よ
っ
て
救
抜
さ
れ
る
。
物
と
人
間
の

用
途
価
値
を
超
え
た
関
係
の
束
の
間
の
成
立
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
こ
の
幸
福
な
時
間
は
、
釣
銭
不
足
の
紛
擾
に
よ
っ
て
崩
れ
去
る
。
事

物
そ
の
も
の
の
人
間
に
与
え
る
実
在
感
が
、
経
済
の
論
理
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
釣
銭
に
こ
だ
わ
る
マ
ー
シ
ャ
の
母
自
身
に
内
在
す
る

発
想
が
こ
の
崩
壊
を
導
い
た
。
「
生
活
ノ
糧
」
の
「
確
実
ナ
保
証
」
と
い

う
観
点
か
ら
じ
ゃ
が
い
も
が
捉
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
一
生
ノ
間
、

担
ッ
テ
ユ
ク
ベ
キ
、
ニ
ガ
イ
重
荷
」
と
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
部
分
は
敬
体
で
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
、
彼
女
の
独
白
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
聞
き
手
に
語
っ
た
こ
と
に
な
る
。
マ
ー
シ
ャ
の
葬
儀
の
際
に

は
「
私
」
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
ら
ず
、
戦
後
再
渡
仏
し
た
際
に
は
母
も
亡
く

な
っ
て
い
た
。
「
私
」
は
一
九
二
五
年
に
画
学
生
と
し
て
渡
仏
し
た
と
き

に
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
に
あ
る
マ
ー
シ
ャ
の
母
の
家
に
下
宿
し
た
と
あ
る
か

ら
、
彼
は
こ
こ
で
冒
頭
の
挿
話
を
聞
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
、
マ
ー

シ
ャ
の
物
語
本
体
と
は
殆
ど
接
点
を
持
た
な
い
母
の
挿
話
を
、
語
り
手
は

冒
頭
に
位
置
付
け
た
の
か
。
そ
れ
は
、
「
私
」
が
実
用
性
に
囚
わ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
人
間
の
生
が
失
墜
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
認
識
を
マ
ー

シ
ャ
の
人
生
を
と
お
し
て
獲
得
し
、
そ
こ
か
ら
超
出
す
る
こ
と
が
生
に
意

味
を
与
え
る
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

ア
ン
ド
レ
の
実
家
で
あ
る
ド
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
館
を
訪
ね
た
際
、
そ
の
屋

根
裏
部
屋
で
、
マ
ー
シ
ャ
は
一
つ
の
安
楽
椅
子
を
眼
に
し
て
、
「
思
イ
出

全
体
ガ
、
安
楽
椅
子
ヲ
主
語
ニ
シ
タ
ト
キ
ノ
、
述
語
ノ
ヨ
ウ
ナ
具
合
ニ
、

出
現
」
す
る
の
を
体
験
す
る
。
マ
ー
シ
ャ
の
祖
父
は
、
腕
の
部
分
が
破
損

し
た
た
め
下
男
が
椅
子
を
交
換
し
て
し
ま
っ
た
の
を
嘆
き
、
「
ワ
シ
ト
椅

子
ノ
間
ニ
ハ
、
特
別
ナ
関
係
ガ
ア
ル
ノ
ダ
ヨ
」
と
訴
え
る
。
事
物
は
単
に

人
間
に
利
用
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
使
用
価
値
が
事
物
の
本

質
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
挿
話
で
あ
る
。

ま
た
後
年
、
都
市
で
の
画
業
に
心
身
と
も
疲
弊
し
た
マ
ー
シ
ャ
は
「
故

郷
」
を
求
め
、
幼
少
期
を
過
ご
し
た
ド
レ
ス
デ
ン
を
経
て
、
ロ
シ
ア
に
近

い
地
ま
で
旅
を
す
る
。
そ
こ
で
故
郷
と
は
「
精
神
の
本
質
的
に
適
合
す
る

領
域
」
と
の
認
識
に
達
す
る
。
現
代
の
都
会
生
活
者
は
「
故
郷
喪
失
者
」

で
あ
る
と
認
識
し
、
都
会
で
人
は
他
者
と
結
び
つ
く
契
機
を
失
い
、
マ
ー

シ
ャ
は
自
分
が
「
存
在
の
根
」
を
喪
失
し
て
ゆ
く
の
を
感
じ
た
と
い
う
。

都
市
生
活
で
は
物
は
「
生
活
に
必
要
の
な
い
と
き
は
、
な
く
っ
て
も
い
い
、

全
く
無
意
味
な
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
用
途
を
決
め
ら
れ
た
使
用
の
た

め
の
道
具
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
マ
ー
シ
ャ
の
祖
父
母
に
と
っ
て
の
安
楽

椅
子
と
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
。
つ
づ
い
て
、
現
代
の
生
活
に
お
い
て
事



- 93 -

物
が
形
骸
化
し
、
そ
れ
と
共
に
人
間
の
生
の
内
実
も
貧
困
の
度
合
い
を
強

め
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
事
物
を
た
ん
に
利
用
価
値
に
よ
っ
て
し
か
測

れ
な
い
以
上
、
自
己
と
事
物
、
外
界
と
の
、
存
在
に
根
差
し
た
本
質
的
な

関
係
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
マ
ー
シ
ャ
の
い
う
よ
う
に
「
生
の
拡

が
り
」
な
ど
不
可
能
に
な
る
。
こ
の
生
活
に
お
い
て
は
「
一
人
一
人
が
固

い
黒
い
壁
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。

事
物
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
辻
は
パ
リ
留
学
中
の
手
記
（
一
九
五

八
・
六
・
二
五
）
で
自
己
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
十
五
）

。

「
使
用
」
と
は
す
で
に
、
「
物
」
の
意
味
を
失
う
こ
と
、
す
く
な
く

と
も
、
そ
れ
をdégrader

す
る
こ
と
だ
。

使
用
す
る
対
象
と
し
て
事
物
と
か
か
わ
る
な
ら
ば
、
事
物
の
存
在
の
本

質
か
ら
人
間
は
離
れ
て
し
ま
う
と
の
認
識
を
、
既
に
辻
が
得
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

使
用
価
値
に
よ
っ
て
事
物
と
関
係
す
る
こ
と
の
問
題
は
、
「
神
々
の
死

の
後
に
」で
は
世
界
と
任
意
の
偶
然
的
な
関
係
し
か
結
べ
な
く
な
っ
た
「
失

墜
し
た
」
現
実
と
関
連
付
け
ら
れ
る
。

神
々
の
死
〔
古
代
的
現
実
の
喪
失
を
指
す

飯
島
注
〕
に
よ
っ
て
我

々
は
「
も
の
」
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
そ
の
と
き
「
も

の
」
は
《
実
用
》
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
物
質
の
氾
濫
の
な
か
で
我

々
は
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
略
）
我
々
の
前
に
あ
る
の
は
《
実

用
》
と
一
般
性
に
覆
わ
れ
た
偽
の
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
で
し
か
な
い
。

辻
に
と
っ
て
は
、
人
間
が
「
実
用
」
価
値
を
基
準
と
し
て
外
界
と
関
係

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
人
間
が
「
存
在
」
を
忘
却
し
、
存
在
の
根

拠
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
実
用
」
を
基
準
と
し
た

現
実
世
界
の
論
理
が
、
人
間
か
ら
生
の
意
味
を
剥
奪
し
て
い
る
こ
と
、
い

か
に
し
て
こ
う
し
た
状
況
を
超
出
し
、
自
己
の
生
を
意
味
あ
る
も
の
と
す

る
か
が
主
題
で
あ
る
こ
と
を
、
マ
ー
シ
ャ
の
母
の
挿
話
を
は
じ
め
に
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
語
り
手
は
示
し
た
と
い
え
る
。

「
結
び
」
で
「
私
」
が
紹
介
す
る
マ
ー
シ
ャ
の

後
の
手
紙
に
は
、
一

角
獣
と
貴
婦
人
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
六
聯
一
組
ノ
た
ぴ
す
り
」
の
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ー
シ
ャ
は
こ
の
タ
ピ
ス
リ
に
つ
い
て
、
「
総
ベ

テ
ノ
モ
ノ
ハ
、
繰
リ
返
エ
サ
レ
」
「
単
ナ
ル
流
転
」
と
い
う
「
宿
命
」
の

中
に
あ
る
の
に
対
し
、
「
コ
ノ
た
ぴ
す
り
ノ
空
間
ハ
」
「
固
有
ノ
未
来
ヲ
持

チ
、
自
分
ノ
宿
命
ヲ
成
熟
」
し
て
い
る
と
い
う
。
マ
ー
シ
ャ
は
タ
ピ
ス
リ

を
前
に
し
て
、
自
分
が
そ
の
「
滅
ビ
ノ
現
実
」
の
な
か
に
あ
っ
て
、
「
花

々
ノ
降
リ
ソ
ソ
グ
永
遠
ノ
空
間
ニ
、
生
キ
テ
イ
ル
ト
イ
ウ
実
感
」
を
感
じ
、

遂
に
自
分
の
生
と
和
解
す
る
。

な
ぜ
マ
ー
シ
ャ
が
こ
の
タ
ピ
ス
リ
に
よ
っ
て
突
然
劇
的
な
精
神
的
展
開

を
果
た
し
、
「
私
の
絵
が
屋
根
裏
で
忘
れ
ら
れ
て
も
、
私
が
い
た
と
い
う

こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
も
、
私
が
私
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
か
け

が
え
な
く
貴
重
な
こ
と
に
見
え
て
く
る
」
と
い
う
境
地
に
達
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
。
そ
の
答
え
を
、
「
私
」
に
よ
る
マ
ー
シ
ャ
の
資
料
の
選
択

と
整
理
に
基
づ
い
た
語
り
の
構
成
を
と
お
し
て
、
読
者
は
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
人
間
が
そ
の
存
在
の
根
拠
を
外
部
に
求
め
る
こ
と

―
使
用

価
値
や
他
者
の
評
価
な
ど

―
が
人
間
の
生
を
無
意
味
な
も
の
に
す
る
。

マ
ー
シ
ャ
は
外
部
へ
の
依
存
を
や
め
、
外
部
か
ら
見
て
そ
れ
が
い
か
に
報

わ
れ
な
い
悲
劇
的
な
も
の
に
見
え
よ
う
と
も
、
自
分
自
身
の
存
在
を
承
認

し
そ
こ
へ
と
身
を
開
く
こ
と
で
、
生
を
自
ら
に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
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の
で
あ
る
。

『
廻
廊
に
て
』
の
「
私
」
は
、
そ
の
「
ナ
ラ
シ
オ
ン
」
を
と
お
し
て
、

現
代
人
の
多
く
に
お
い
て
見
失
わ
れ
て
い
る
人
間
存
在
の
本
質
を
照
ら
し

だ
そ
う
と
し
た
。
「
私
」
は
、
辻
の
文
学
論
に
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
小

説
創
造
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

［
注
］

（
一
）
『
パ
リ
の
手
記
Ⅳ
』
（
河
出
書
房
新
社
一
九
七
四
・
二
）
以
下
、
手
記
の
引

用
は
す
べ
て
同
じ
。

（
二
）L

ettre
sur
l'hum

anism
e
p99

（
三
）L

ettre
sur
l'hum

anism
e
p93

（
四
）L

ettre
sur
l'hum

anism
e
p97

（
五
）L

ettre
sur
l'hum

anism
e
p105

（
六
）L

ettre
sur
l'hum

anism
e
p107

（
七
）L

ettre
sur
l'hum

anism
e
p61

（
八
）
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
（
一
九
九
七
・
六
）

（
九
）
角
川
文
庫
版
（
一
九
五
八
・
七
）

（
十
）
松
村
一
人
訳
『
小
論
理
学

上
巻
』
（
岩
波
文
庫

一
九
五
一
・
一
〇
）

（
十
一
）
「
物
語
の
構
造
と
文
体
」
（
「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
七

四
・
一
）

（
十
二
）
「
廻
廊
に
て
」
か
ら
「
夏
の
砦
」
へ

―
語
り
手
「
私
」
を
め
ぐ
っ
て

（
国
語
国
文
研
究
八
二
号

一
九
八
九
・
三
）

（
十
三
）E

M
p100

（
十
四
）W

P
p14

（
十
五
）
『
パ
リ
の
手
記
Ⅲ
』
（
河
出
書
房
新
社

一
九
七
三
・
一
二
）

（
い
い
じ
ま

ひ
ろ
し
・
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
）


