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葉
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史
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史
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ボ
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シ
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イ
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ボ
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ヒ
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ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
ほ
ど
き
喜
-
ア
ブ
了
チ
が
可
能
な
作
家
は
そ
う
多
く
は
い
な
い
だ
ろ
う
・
受
容
史
が
そ
の
こ
と
票
し
て
い
る
・

ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
ヴ
ュ
ー
デ
キ
ン
ト
ら
の
自
-
我
の
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
本
格
的
に
-
荒
、
そ
れ
以
降
・
ホ
ー
プ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
・

ム
し
,
ン
ル
'
リ
ル
ケ
'
ブ
レ
ヒ
ト
へ
カ
ネ
ッ
テ
ィ
ー
,
デ
エ
レ
ン
マ
ッ
ト
・
ツ
ェ
ラ
ー
ン
-
-
-
・
き
。
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
賢
ち

は
い
ず
れ
も
'
ビ
ユ
と
ナ
I
Q
文
学
か
ら
な
に
か
を
見
つ
け
だ
し
自
ら
の
創
作
の
警
し
て
い
る
。
l
し
か
し
な
が
ら
・
右
芸
げ
た

作
家
た
ち
空
括
。
で
ま
と
め
ら
れ
る
砦
な
ど
-
な
い
8
あ
ま
。
に
傾
向
が
異
な
る
e
さ
ほ
ど
に
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
は
轟

'

m

　

　

*

そ
の
文
字
を
研
究
対
象
に
す
る
。
そ
こ
で
は
・
受
容
史
同
様
,
さ
ま
ぎ
-
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
が
あ
る
。
本
研
究
は
そ
の
中
の
1

っ
の
可
能
性
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
二
条
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
似
て
い
る
D
彼
の
文
-
体
を
雲
晶
ら
し
だ
す
網
罵
な
研
究

で
は
な
い
。
そ
宴
も
'
そ
れ
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
ビ
ュ
ー
J
J
T
の
文
学
は
開
か
れ
て
晋
奥
が
深
い
。
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【略号】

AMA　-Albert Meier: Georg Biichners Asthetik. In: Georg Biichner Jahrbuch

2/1982. In Verbindung mit der Georg Biichner Gesellschaft und der

Forschungsstelle Georg Buchner - Literatur und Geschichte des

Vorm云rz - im Institut fur Neuere deutsche Literarur der Philipps-

Universit云t Marburg herausgegeben von Hubert Gersch, Thomas

Michael Mayer und Giinter Oesterle, Frankfurt am Mam

(Europ云ische Verlagsanstalt) 1983, S.196-208.

AMW　-Albert Meier: Georg Biichner ≫Woyzeck《. Miinchen (Fink) 1980.

AG　　-Dieter Arendt: Georg Biichner iiber Jakob Michael Reinhold Lenz

BD-

BDT

BN

oder: 》die idealistische Periode fing damals an《. In: Zweites In-

ternationales Georg Biichner Symposium 1987. Referate. Heraus・

gegeben von Burghard Dedner und Giinter Oesterle, Frankfurt am

Main (Anton Hain Meisenheim)1990, S.309-332.

Maurice B. Benn: The Drama of Revolt. A Critical Study of Georg

Biichner. London, New York, Melbourne (Cambridge) 1979.

- Georg Biichner: Dantons Tod. Kritische Studienausgabe des Originals

mit Quellen, Aufs云tzen und Materialien. Hrsg. von Peter von Be-

cker. Frankfurt am Main (Syndikat) 1980.

-Bonaventura (E. A. F. Klingemann): Nachtwachen. Im Anhang: Des

Teufels Taschenbuch. Herausgegebenen von Wolfgang Paulsen.

Stuttgart (Reclams UniversaトBibliothek Nr. 8926) 1990.

BOG　- Hermann Br云uning-Oktavio: Gerog Biichner. Gedanken iiber Leben,

Werk und Tod. Bonn (Bouvier) 1976. (-Abhandlungen zur Kunsト,

CG

Musik-, und Literaturwissenschaft, Bd. 207)

-Clarus, Johann Christian August: Die Gutachten des Hofrats Clams

zum Fall Woyzeck. Die Zurechnungsf云higkeit des Morders Johann
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DG

DL

DW

Christian Woyzeck, nach Grunds云tzen der Staatsarzneikunde akten-

m云ssig erwiesen von Dr. Johann Christian August Clarus, K. S云ch-

sischen Civilverdiensトund des Kaiserl. Russischen Wladimirordens

IV. Klasse Ritter, ordentl. des. Professor der Klinik, des Kreisamts.

der Universit云t und der Stadt Leipzig Physikus u. Arzt am Ja-

kobsspital etc (Das zweite Gutachten). Friiheres Gutachten des Herrn

Hofrath Dr. Clarus iiber den Gemiitszustand des Morders Joh. Christ.

Woyzeck, erstattet am 16. Sept. 1821 (Das erste Gutachten). In: Georg

Biichner: S云mtliche Werke und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe

mit Kommentar, Bd. 1. Hrsg. von Werner R. Lehmann. Miinchen

(Hanser) 3. Aufl. 1979, S.485-537, S.538-549.

-Inge Diersen: Biichners Lenz im Kontext der Entwicklung von

Erz云hlprosa im 19. Jahrhundert. In: Georg Biichner Jahrbuch 7

(1988/89). Tubingen (Niemeyer) 1991, S.91-125.

=Burghard Dedner: Biichners Lenz: Rekonstruktion der Textgenese.

In: Georg Biichner Jahrbuch 8 (1990-94). Tubingen (Niemeyer) 1995,

S.3-68.

=Burghard Dedner: Die Handlung des Woyzeck: wechselnde Orte -

》geschlossene Form《 In: Georg Biichner Jahrbuch 7 (1988 / 89).

Tubingen (Niemeyer) 1991, S.144-170.

E/H,E　-Die Esquirol's allgemeine und specielle Pathologie der Seelenstorungen.

GH

Frei bearbeitet von Karl Christian Hille. Nebst einem Anhange kri-

tischer und erlauternder Zus云tze von J. C. A. Heinroth. Leipzig 1827.

=Walter Grab: Der hessische Demokrat Wilhelm Schulz und seine

Schriften iiber Georg Biichner und Friedrich Ludwig Weidig. In:

Georg Biichner Jahrbuch 2/1982, Frankfurt am Main (Europ云ische

Verlagsanstalt), 1983, S.227-248.



^^^E^^^S

GL　　-Georg Biichner: Lenz. Studienausgabe. Im Anhang: Johann Friednch

Oberlins Bericht ≫Herr L　《 in der Druckfassung ≫Der Dichter

Lenz, im Steintale《 durch August Stober und Ausziige aus Goethes

≫Dichtung und Wahrheit≪ iiber J. M. R. Lenz. Herg. von Hubert

Gersch. Stuttgart ( - Reclams UniversaトBibliothek Nr. 8210) 1984.

GSQ　-Hubert Gersch in Zusammenarbeit mit Stefan Schmalhaus: Quellen-

materialien und　≫reproduktive Phantasie《. Untersuchungen zur

Schreibmethode Georg Biichners: Seine Verwertung von Paul Merlins

Trivialisierung des Lenz-Stoffs und von anderen Vorlagen. In: Georg

Biichner Jahrbuch 8 (1990-94), Tubingen (Niemeyer)1995, S.69-103.

GW　　-Alfons Gliick: Woyzeck - Clarus - Biichner (Umrisse). In: Zweites

Internationales Georg Biichner Symposium 1987. Referate. Frankfurt

am Main (Anton Hain Meisenheim)1990, S.425-440.

HMG　-Hans Mayer: Georg Biichner und seine Zeit. Wiesbaden 1946; Berlin

1947; Wiesbaden und Berlin 1960. Frankfurt am Main (- surkamp

taschenbiicher 58) 1972.

HS　　-Walter Hinderer: ≫Dieses Schwanzstiick der Schopfung《 : Biichners

JG

KG

Dantons Tod und die Nachtwachen des Bonaventura. In: Georg

Biichner Jahrbuch 2/1982. Frankfurt am Main (Europ云ische Ver-

lagsanstalt), 1983, S.316-342.

-Gerhard Tancke: Georg Biichner. Genese und Aktuaht云t semes

Werkes. Einfiihrung in das Gesamtwerk. Kronberg/Ts(-　Scriptor

Taschenbucher S 56) 1975.

-Erwin Kobel: Georg Biichner. Das dichterische Werk. Berlin/New

York (de Gruyter) 1974.

KGO　　-VoIker Klotz: Geschlossene und offene Form im Drama. Munchen

5. Aufl. 1970.
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KW　　-Egon Krause: Georg Bdchner: Woyzeck. Texte und Dokumente.

LF

PG

PI

Kritisch herausgegeben von Egon Krause. Frankfurt am Main

(Fischer) 1969.

-George Luk孟cs: Der faschistisch verf;云Ischte und der wirkliche

Georg Biichner. In: Wege der Forschung Band LIII. Georg Biichner.

Herausgegeben von Wolfgang Martens. Darmstadt (Wissenschaft-

liche Buchgesellschaft) 3. Aufl. 1973, S.197-224. (Aus: LucAcs, Deutsche

Literatur in zwei Jahrhunderten. Neuwied 1964. Zuerst 1937)

-Henri Poschmann: Georg Biichner. Dichtung der Revolution und

Revolution der Dichtung. Berlin und Weimar(Aufbau)1983.

-Andreas Pilger: Die )idealistische PeriodeC in ihren Konsequenzen.

Georg Biichners kritische Darstellung des Idealismus in der Erz云hlung

Lenz. In: Georg Biichner Jahrbuch 8 (1990-94), Tubingen (Niemeyer)

1995, S.104-125.

PS　　-Henri Poschmann: )Wer das lesen konnt(. Zur Sprache natiirlicher

Zeichen im Woyzeck. In: Zweites Internationales Georg Biichner

Symposium 1987. Referate. Frankfurt am Main (Anton Hain

Meisenheim)1990, S.441-452.

TL　　-Richard Thieberger: Lenz lesend. In: Georg Biichner Jahrbuch 3

(1983), S.43-75.

TMMA -Thomas Michael Mayer: )Wegen mir konnt Ihr ganz ruhig sein...(

Der Argumentationslist in Georg Biichners Briefen an die Eltern. In:

Georg Biichner Jahrbuch 2/1982, S.249-280.

TMMB -Thomas Michael Mayer: Biichner und Weidig - Fruhkommumsmus

und revolution云re Demokratie. Zur Textverteilung des紬essischen

Landboten(. In: Heinz Ludwig Arnord (Hrsg.): Georg Biichner I /II.

Miinchen (edition text + kritik) 1979, S.16-298.
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TMMT-I - Thomas Michael Mayer: Zu einigen neueren Tendenzen der Buchner-

Forschung. Ein kritischer Literaturbericht (Teil I): In: Heinz Ludwig

Arりord (Hrsg.): Georg Biichner I/II. Miinchen (edition text + kri-

tik)1979, S.327-356.

TMMT-II - Thomas Michael Mayer: Zu einigen neueren Tendenzen der Biichner-

Forschung. Erne kntischer Literaturbericht (Teil II: Editonen): In:

Heinz Ludwig Arnord (Hrsg.): Georg Biichner III. Miinchen (edition

text十kritik) 1981, S.265-311.

VL　　-Karl Vietor: )Lenzく　Erz云hlung von Georg Biichner. In: Wege der

Forschung Band LIII. Georg Biichner. SJL78-196. (Aus: Germann. -

Roman. Monatsschrift 25. 1937)

VT　　-Karl Vi芭tor: Die Tragodie des heldischen Pessimismus. Uber Biich-

ners Drama 〉Dantons Todく. In: Wege der Forschung Band LIII.

Georg Biichner. Herausgegeben von Wolfgang Martens. Darmstadt

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1965, 3. Aufl. 1973, S.98-137.

(Aus: DVjs 12. 1934)

VW　　-Karl Vietor: Woyzeck. In: Wege der Forschung Band LIU. Georg

Buchner. S.178-196. (Aus: Das Innere Reich 3. 1936)

WG　　-Wolfgang Wittkowski: Georg Biichner. Personlichkeit. Weltbild.

Werk. Heidelberg (Winter) 1978. (-Reihe Siegen. Beitr云ge zur Sprach-

und Literaturwissenschaft, Bd. 10)



一
、
ル
カ
ー
チ
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
争

『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
と
『
レ
ン
ツ
』
の
研
究
史
を
概
観
す
る
に
あ
た
り
、
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
が
い
か
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
,
こ

れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二

ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
イ
ア
-
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ま
じ
り
け
の
な
い
目
に
は
、
ま
る
で
へ
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
現
実
の
模
写
の
よ
う
に
見
え
る
の

で
'
受
け
手
の
側
は
へ
そ
の
作
品
に
向
か
っ
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
際
に
、
自
分
が
自
分
の
現
実
の
中
で
ど
う
振
る
舞
う
の
か
、
そ
れ

と
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
」
三

簡
単
に
言
え
ば
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
は
現
実
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
へ
自
ら
の
現
実
に
対
す
る
読
み
手
の
姿

勢
が
そ
の
ま
ま
作
品
解
釈
に
反
映
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ル
カ
ー
チ
の
論
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

【
ル
カ
ー
チ
】

貢
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
に
歪
め
ら
れ
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
ー
J
(
1
九
三
七
年
)
四
と
い
う
題
名
が
示
す
よ
う
に
,
こ
の

論
に
は
'
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
姿
勢
が
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。
発
表
さ
れ
た
の
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
没
後
百
年
に
あ
た
る
一
九
三

七
年
。
ま
さ
に
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
政
権
が
ド
イ
ツ
を
牛
耳
っ
た
時
期
で
あ
る
0

ル
カ
-
チ
は
ま
ず
、
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
の
「
群
集
」
(
d
i
e
M
a
s
s
e
)
に
注
目
し
た
。
パ
リ
市
民
の
悲
惨
な
生
活
状
態
が
、
ダ
ン
ト
ン

と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
対
立
の
根
本
原
因
で
あ
り
'
同
時
に
、
ダ
ン
ト
ン
派
没
落
の
原
因
と
も
な
る
の
で
、
「
こ
の
合
唱
(
群
集
の
声
、



筆
者
注
)
は
、
従
来
の
も
の
よ
り
も
能
動
的
で
あ
り
'
直
接
筋
に
介
入
す
る
」
(
L
F
　
2
5
8
)
と
言
う
。
し
か
し
、
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
か

な
り
意
識
的
な
手
法
で
こ
の
群
集
場
面
の
役
割
を
制
限
し
、
指
導
的
で
『
世
界
史
的
人
物
』
(
d
i
e
w
e
l
t
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
n
l
n
d
i
v
i
d
u
e
n
)
の

悲
劇
的
運
命
に
も
合
唱
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
念
的
に
気
分
的
に
連
れ
そ
う
よ
う
に
し
た
」
(
L
F
2
5
8
)
と
見
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的

に
は
、
群
集
を
英
雄
の
添
え
も
の
と
考
え
た
。
そ
し
て
実
際
、
こ
の
劇
で
展
開
さ
れ
る
問
題
は
'
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
対
ダ
ン
ト
ン
の
戦
い

の
中
に
す
べ
て
最
高
度
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
い
切
り
、
こ
れ
以
降
、
両
者
の
論
争
に
目
を
向
け
な
が
ら
作
品
論
を
展
開
す
る
。
こ
れ

は
へ
ル
カ
ー
チ
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
論
の
中
で
も
非
常
に
重
要
な
分
岐
点
で
あ
る
。
こ
の
後
へ
彼
は
こ
う
分
析
す
る
。

ダ
ン
ト
ン
は
封
建
制
度
打
倒
の
た
め
に
戦
っ
た
「
偉
大
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
家
」
(
e
i
n
g
r
o
B
e
r
b
t
l
r
g
e
r
l
i
c
h
e
r
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
,
L
F

2
5
9
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
戦
い
が
1
段
落
し
へ
革
命
が
さ
ら
に
進
行
し
て
'
今
度
は
い
よ
い
よ
革
命
の
最
終
目
標
で
あ
る
「
資
本

主
義
の
桂
桔
か
ら
の
貧
者
救
済
」
の
局
面
に
至
る
と
、
彼
は
無
為
徒
食
の
輩
と
堕
し
'
こ
れ
が
た
め
に
市
民
の
標
的
と
な
っ
た
。
第
三
幕

十
場
で
ダ
ン
ト
ン
の
処
刑
を
決
定
す
る
第
二
の
市
民
の
台
詞
は
、
ダ
ン
ト
ン
の
こ
の
無
為
徒
食
を
糾
弾
し
た
台
詞
で
あ
り
、
こ
れ
は
市
民

と
ダ
ン
ト
ン
の
離
反
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
'
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
こ
そ
が
「
平
民
の
革
命
」
　
(
d
i
e
p
l
e
b
e
j
i
s
c
h
e

R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
,
L
F
2
6
3
)
を
追
求
し
た
の
で
あ
り
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
自
ら
の
主
張
を
こ
の
二
人
の
台
詞
に
託
し
た
。
そ
し
て
、
「
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
-
は
、
無
為
倦
怠
を
倦
ん
だ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
顕
著
な
特
徴
と
み
な
し
て
い
る
」
(
L
F
2
6
0
)
こ
と
を
力
説
す
る
。
こ
れ
が
ル
カ
ー

チ
の
論
の
骨
子
で
あ
る
。

こ
の
論
文
に
は
'
一
九
三
七
年
と
い
う
時
代
の
動
向
が
濃
厚
に
出
て
い
る
。
こ
の
三
年
前
に
出
た
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
『
英
雄
的
ペ
シ
ミ

ス
ム
ス
の
悲
劇
』
二
九
三
三
年
)
五
を
ル
カ
ー
チ
が
こ
こ
で
徹
底
的
に
批
判
し
た
根
拠
は
、
ペ
シ
ミ
ス
ム
ス
を
強
調
す
れ
ば
'
資
本
主

義
本
来
の
矛
盾
に
反
逆
し
よ
う
と
す
る
市
民
の
力
を
削
ぎ
、
「
奇
跡
」
を
願
う
方
向
に
市
民
の
関
心
を
向
け
て
し
ま
い
、
こ
れ
が
や
が
て

強
力
な
指
導
者
を
待
望
す
る
気
運
を
助
長
し
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
と
直
結
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
(
L
F
2
1
8
f
.
)
c

事
実
へ
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
イ
ア
I
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ズ
ム
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
受
容
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
と
い
う
。
1
つ
は
政
治



的
に
危
険
な
作
家
と
し
て
こ
れ
を
抑
圧
す
る
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
逆
に
、
ナ
チ
ズ
ム
の
た
め
に
こ
の
作
家
を
利
用
し
よ
う
と
す

る
動
き
で
あ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
、
『
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
は
「
民
族
的
統
一
理
念
の
現
実
化
」
の
た
め
の
戦
い
の
書
で
あ
る
と
い
っ

た
解
釈
(
ヨ
-
ゼ
フ
・
マ
グ
ヌ
ス
・
ヴ
エ
ー
ナ
-
)
が
あ
っ
た
こ
と
を
実
例
と
し
て
彼
は
紹
介
し
て
い
る
。
六
さ
ら
に
ま
た
、
た
と
え
ば
、

ナ
チ
前
夜
の
小
市
民
の
姿
を
「
忠
実
に
記
録
す
る
者
と
し
て
」
(
a
l
s
 
t
r
e
u
e
r
 
C
h
r
o
n
i
s
t
)
写
し
取
ろ
う
と
し
た
ホ
ル
ヴ
ァ
-
ト
の
戯
曲

冒
ジ
ミ
ー
ア
と
カ
ロ
リ
ー
ネ
』
(
1
九
三
三
年
初
演
)
で
は
'
時
代
に
対
す
る
失
望
や
絶
望
の
気
配
が
濃
厚
に
描
か
れ
、
強
力
な
指
導

者
を
求
め
る
市
民
た
ち
の
動
き
が
生
々
し
-
表
現
さ
れ
て
い
る
。
七
お
そ
ら
-
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
も
、
そ
う
し
た
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
時
代
の
動
向
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
か
ら
見
れ
ば
、
ル
カ
ー
チ
の
論
に
は
い
-
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
彼
が
批
判
す
る
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
は
い
い
と
し
て
も
も

フ
ィ
エ
ー
ト
ア
を
こ
の
人
物
と
同
列
に
並
べ
て
ナ
チ
の
御
用
学
者
と
し
て
の
格
印
を
押
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
。
果
た
し
て
、
ロ
ベ
ス

ピ
エ
ー
ル
と
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
は
、
群
集
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
二
人
の
革
命
家
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
自
ら

の
思
い
を
託
し
た
と
断
定
し
て
も
い
い
の
か
。
そ
こ
に
は
、
テ
ク
ス
ト
や
資
料
に
も
と
づ
-
実
証
的
な
裏
付
け
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
ら
の

問
題
は
、
後
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
イ
ア
-
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ル
カ
ー
チ
の
論
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
史
上
で
は
ま
さ
に
「
転
換
点
」

と
な
っ
た
(
A
M
W
1
2
0
)
c
　
も
と
も
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
、
第
l
次
世
界
大
戦
以
前
で
は
、
「
社
会
革
命
家
」
　
(
d
e
r
S
o
z
i
a
l
r
e
v
o
l
u
t
i
o
-

n
a
r
)
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
l
九
二
三
年
に
マ
ル
ク
-
ゼ
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
論
を
発
表
し
た
.
こ
の
流
れ

が
グ
ン
ド
ル
フ
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
-
。
つ
ま
り
、
ル
カ
ー
チ
の
論
は
、
一
九
三
七
年
以
前
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
史

を
意
識
し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
'
「
社
会
革
命
家
」
と
し
て
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
位
置
を
し
っ
か
り
と
再
確
認
し
た
。
し
か
も
、
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
の
研
究
が
研
究
者
自
身
の
時
代
の
動
き
と
密
接
に
関
連
す
る
と
意
識
し
た
点
、
お
よ
び
、
そ
こ
で
は
現
実
に
対
す
る
研
究
者
の
姿

勢
が
問
わ
れ
る
と
い
う
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
点
、
こ
の
二
つ
の
点
で
確
か
に
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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【
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
】

そ
れ
で
は
、
ル
カ
ー
チ
が
手
厳
し
-
批
判
し
た
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
戦
後
へ
ナ
チ
擁
護
の
臭
気

を
放
っ
た
文
学
が
軒
並
み
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
雰
囲
気
の
中
で
、
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
に
歪
め
ら
れ
た
」
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
論
の
代
表
と
い
う
熔

印
を
ル
カ
ー
チ
に
押
さ
れ
た
彼
の
論
は
へ
し
ば
ら
-
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の

ベ
ン
に
よ
っ
て
、
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
コ
-
ベ
ル
や
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
ら
に
よ
っ
て
掘
り
起
こ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
も
　
八
〇
年
代
後
半

に
な
る
と
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
か
ら
階
級
闘
争
の
図
式
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
グ
リ
ュ
ッ
ク
の
よ
う
な
研
究
者
で
も
'
フ
ィ
エ
ー
ト

ア
の
論
に
部
分
的
に
注
目
し
始
め
た
。

そ
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
方
法
の
基
本
は
こ
う
で
あ
る
。

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
、
『
レ
ン
ツ
』
の
い
ず
れ
の
論
で
も
、
素
材
と
作
品
と
の
関
係
を
徹
底
的
に
調
べ
こ
れ
に
も

と
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
点
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
テ
ク
ス
ト
を
読
も
う
と
す
る

ル
カ
ー
チ
の
方
法
と
は
大
き
-
異
な
る
。

ま
ず
、
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
を
論
じ
た
『
英
雄
的
ペ
シ
ミ
ス
ム
ス
の
悲
劇
』
で
あ
る
。

劇
中
の
ダ
ン
ト
ン
の
台
詞
の
い
-
つ
か
が
、
テ
ィ
ー
ル
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
八
か
ら
ま
さ
に
「
言
葉
ど
お
り
」
(
w
O
r
t
l
i
c
h
)
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
素
材
と
の
関
係
が
緊
密
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
強
調
す
る
(
V
T
I
O
)
)
C
そ
し
て
こ
こ
か
ら
'
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー

ル
と
ダ
ン
ト
ン
の
対
立
が
最
も
煩
烈
に
な
っ
た
こ
の
時
期
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
な
ぜ
選
ん
だ
の
か
、
そ
こ
に
注
目
す
る
o
そ
の
時
期
は
ま

さ
に
へ
　
二
人
の
偉
大
な
革
命
家
が
対
立
し
革
命
そ
れ
自
体
が
崩
壊
し
て
い
-
過
程
(
S
e
l
b
s
t
m
o
r
d
d
e
r
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
,
V
T
 
1
0
0
)
　
で
あ

り
、
も
し
革
命
を
美
化
し
賛
美
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
他
に
も
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
彼
は
言
う
。
だ
か
ら
、
「
対
象
か
ら
し
て
す
で
に
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
を
政
治
的
な
傾
向
劇
と
し
て
解
釈
す
る
の
は
不
可
能
だ
」

(
V
T
I
O
O
)
　
と
彼
は
断
定
し
た
。



ll

こ
の
後
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
I
と
ダ
ン
ト
ン
の
台
詞
の
共
通
性
に
彼
は
目
を
向
け
る
。
ダ
ン
ト
ン
は
人
生
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。

生
へ
の
意
志
を
否
定
す
る
(
n
i
c
h
t
h
a
n
d
e
】
n
w
o
l
i
e
n
)
c
こ
の
点
で
も
意
志
を
否
定
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
I
の
哲
学
と
劇
中
の
ダ
ン

ト
ン
の
台
詞
が
結
び
付
-
。
し
か
し
、
ダ
ン
ト
ン
は
そ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
安
住
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ダ
ン
ト
ン
は
、
自
分

(
d
a
s
l
c
h
)
が
へ
こ
の
貴
重
な
何
か
　
d
i
e
s
e
s
k
o
s
t
b
a
r
e
E
t
w
a
s
)
が
、
無
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
論
理
的
な
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
」

(
V
T
l
1
6
)
か
ら
で
あ
る
。
生
へ
の
意
志
を
捨
て
た
と
し
て
も
'
そ
れ
で
も
な
お
、
自
分
自
身
の
存
在
は
消
す
こ
と
が
で
き
ず
,
依
然

と
し
て
自
分
は
何
も
の
か
で
あ
り
続
け
る
(
U
n
d
i
c
h
b
i
n
e
t
w
a
s
.
)
c
そ
こ
に
、
ダ
ン
ト
ン
の
苦
悩
が
あ
る
。
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
言
う
。

「
人
生
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
疑
わ
し
い
も
の
で
意
味
が
な
い
.
な
ぜ
な
ら
、
ど
う
動
こ
う
が
、
不
可
解
な
必
然
性
(
u
n
b
e
g
r
e
i
f
l
i
c
h
e
 
N
o
t
-

w
e
n
d
i
g
k
e
i
t
)
に
よ
っ
て
人
生
は
苦
悩
へ
と
至
り
、
そ
の
す
べ
て
は
死
に
呑
み
込
ま
れ
る
か
ら
だ
。
人
間
に
は
自
由
な
ど
な
い
。
あ
る

の
は
'
強
制
と
苦
し
み
だ
け
だ
o
そ
れ
で
人
間
た
ち
は
、
苦
し
み
と
死
が
人
生
の
主
で
あ
る
こ
と
を
痛
い
ほ
ど
認
識
す
る
。
」
(
V
T
1
3
4
f
.
)

そ
し
て
へ
こ
う
認
識
し
た
ダ
ン
ト
ン
は
こ
の
苦
し
み
に
満
ち
た
人
生
を
自
ら
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
こ

の
劇
の
主
題
を
兄
い
出
だ
し
へ
こ
れ
を
'
「
英
雄
的
ペ
シ
J
J
/
ス
ム
ス
」
(
d
e
r
h
e
l
d
i
s
c
h
e
P
e
s
s
i
m
i
s
m
u
s
)
へ
も
し
く
は
、
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
l

の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
べ
シ
ミ
ス
ム
ス
」
(
B
u
c
h
n
e
r
s
r
a
d
i
k
a
l
e
r
P
e
s
s
i
m
i
s
m
u
s
,
V
T
1
3
4
)
と
言
う
。

だ
が
へ
こ
の
論
で
問
題
と
な
る
の
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
解
釈
で
あ
ろ
う
。
劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
対
し
て
彼
は
容
赦
し
な
い
。

「
用
心
深
い
腺
病
な
小
市
民
」
(
d
e
r
 
v
o
r
s
i
c
h
t
i
g
e
,
f
e
i
g
e
 
K
l
e
i
n
b
t
i
r
g
e
r
)
、
「
倫
理
的
に
純
粋
培
養
さ
れ
た
サ
デ
ィ
ズ
ム
」
(
e
t
h
i
s
c
h

s
u
b
l
i
m
i
e
r
t
e
r
S
a
d
i
s
m
u
s
)
へ
「
よ
-
し
つ
け
ら
れ
た
、
保
守
的
と
も
言
っ
て
い
い
地
方
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
」
(
d
e
r
z
u
c
h
t
v
o
l
l
e
r
,
j
a
k
o
n
-

s
e
r
v
a
t
i
v
e
r
P
r
o
v
i
n
z
b
o
u
r
g
e
o
i
s
)
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
罵
声
を
浴
び
せ
か
け
、
あ
わ
せ
て
'
テ
ィ
ー
ル
と
ミ
ニ
ュ
エ
も
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル

を
「
ひ
ど
-
い
や
な
奴
」
(
e
i
n
a
b
s
c
h
e
u
l
i
c
h
e
s
W
e
s
e
n
)
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
す
る
(
V
T
1
2
0
f
f
.
)
c
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し
か
し
、
こ
の
劇
で
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
ま
た
「
不
可
解
な
必
然
性
」
　
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
苦
悩
へ
と
追
い
込
ま
れ
'
そ
こ
か
ら
抜

け
出
せ
ず
死
へ
と
至
る
。
そ
の
苦
悩
と
そ
の
死
は
、
ダ
ン
ト
ン
の
そ
れ
と
ま
っ
た
-
変
わ
ら
な
い
。
ダ
ン
ト
ン
を
「
英
雄
的
」
と
言
い
、

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
「
用
心
深
い
臆
病
な
小
市
民
」
と
決
め
付
け
分
類
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
へ
　
そ
の
違
い
は
き
わ
め
て
表
層
的
な
こ
と
が

ら
で
し
か
な
い
。

次
に
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ツ
ク
』
論
　
(
一
九
三
六
年
)
九
で
あ
る
。

ル
カ
ー
チ
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
批
判
は
　
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
論
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
　
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
論
、

『
レ
ン
ツ
』
論
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
論
は
、
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
解
釈
と
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て

い
る
。フ

ィ
エ
ー
ト
ア
の
　
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
論
の
特
徴
が
鮮
明
に
な
る
の
は
'
大
尉
と
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
の
解
釈

(
V
W
1
5
8
)
　
で
あ
る
o
　
そ
れ
に
よ
る
と
こ
う
で
あ
る
。
「
ビ
ユ
ル
ガ
-
ト
ゥ
ム
　
(
d
a
s
B
u
r
e
e
r
t
u
m
)
　
の
社
会
的
お
よ
び
経
済
的
な
条
件

の
も
と
で
し
か
妥
当
性
を
も
た
な
い
」
「
モ
ラ
ル
や
遺
徳
」
　
(
M
o
r
a
-
u
コ
d
 
T
u
g
e
n
d
)
　
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
大
尉
に
代
表
さ
せ
'
そ
の

「
言
葉
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
　
(
d
e
r
W
o
r
t
f
e
t
i
s
c
h
i
s
ヨ
u
S
)
　
を
暴
い
た
。
そ
の
大
尉
に
対
し
て
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
が
主
張
し
た
の
は
'

「
人
間
の
内
に
あ
る
原
始
的
な
自
然
」
　
(
d
i
e
e
l
e
ヨ
e
n
t
a
r
i
s
c
h
e
N
a
t
u
r
i
m
M
e
コ
s
c
h
e
コ
)
　
で
あ
る
。
そ
の
自
然
は
'
「
教
養
で
だ
め
に
さ

れ
て
い
な
い
」
　
(
u
n
v
e
r
b
i
l
d
e
t
)
　
「
民
衆
」
　
(
V
o
l
k
)
　
の
中
だ
け
に
し
か
生
き
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
場
面
で
の
や
り
と
り
の
本
質

は
、
「
ビ
エ
ル
ガ
ー
ト
ウ
ム
」
と
「
原
始
的
な
自
然
」
を
保
持
し
て
い
る
人
間
の
戦
い
で
あ
る
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
見
た
。
こ
の
対
立
図

式
は
'
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
　
を
彼
が
解
釈
す
る
と
き
の
基
本
と
な
る
。

こ
の
「
原
始
的
な
自
然
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
説
明
が
要
る
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
発
案
で
は
な
い
o
短
日

『
レ
ン
ツ
』
　
の
主
人
公
が
口
に
し
た
「
原
始
的
な
感
覚
」
　
(
d
e
r
e
l
e
m
e
n
t
a
r
i
s
c
h
e
S
i
n
n
,
G
L
1
3
)
　
と
い
う
言
葉
を
も
と
に
し
て
い
る
と
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考
え
ら
れ
る
。
こ
の
短
篇
の
舞
台
は
'
文
明
社
会
か
ら
は
遠
-
離
れ
た
山
里
で
あ
る
。
そ
こ
で
暮
ら
す
人
間
た
ち
は
自
然
に
密
着
し
'
自

然
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
彼
ら
に
は
'
霊
の
存
在
を
感
じ
た
り
、
地
下
に
あ
る
水
脈
や
鉱
脈
が
わ
か
っ
た
り
、
夢
や
予
感
を
通
し

て
何
か
の
出
来
事
を
察
知
し
た
り
す
る
独
特
の
感
覚
が
あ
る
。
主
人
公
の
レ
ン
ツ
は
、
こ
れ
を
「
原
始
的
な
感
覚
」
と
名
付
け
、
こ
の
感

覚
は
、
文
明
社
会
の
中
で
精
神
的
に
暮
ら
せ
ば
暮
ら
す
ほ
ど
退
化
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
用
い
た
「
人
間
の
内
に
あ
る
原
始
的
な
自
然
」
と
い
う
の
は
、
『
レ
ン
ツ
』
の
主
人
公
の
こ
の
言
葉
を
基
本
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
は
、
都
市
で
暮
ら
し
て
い
る
も
の
の
へ
貧
し
-
教
養
が
な
い
ゆ
え
に
、
こ
の
感
覚
を
そ
の
ま
ま
保
持
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
教
養
で
だ
め
に
さ
れ
て
い
な
い
」
。
こ
れ
が
、
フ
イ
ェ
-
ト
ア
の
見
解
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
的
を
絞
っ
て
'
素
材
と
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
彼
は
論
を
進
め
る
。
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
に
ま
つ
わ
る
妄
想
、
「
何

か
」
(
w
a
s
)
が
動
-
気
配
を
感
じ
、
そ
の
「
何
か
」
が
後
を
つ
け
て
来
る
と
い
う
感
覚
。
こ
の
劇
に
は
、
こ
の
よ
う
に
合
理
的
に
は
説

明
で
き
な
い
も
の
が
数
多
-
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
へ
こ
の
劇
の
素
材
と
な
っ
た
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
軍
○
に
記

載
さ
れ
て
い
る
実
在
の
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ツ
ク
の
言
葉
と
緊
密
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
こ
に
目
を
向
け
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
こ
う
述
べ
る
。

「
こ
れ
は
、
精
神
的
な
錯
乱
の
兆
候
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
'
犯
行
に
対
す
る
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
の
責
任
は
弱
め
ら
れ
、
彼

は
誤
っ
た
裁
判
の
犠
牲
者
に
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
、
鑑
定
医
ク
ラ
ー
ル
ス
が
こ
れ
ら
の
現

象
に
つ
い
て
表
明
し
た
見
解
に
対
し
て
、
よ
り
よ
-
医
学
を
学
ん
だ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
側
か
ら
の
答
え
と
な
る
だ
ろ
う
O
」
(
V
W
1
7
2
)

こ
こ
で
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
'
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
精
神
鑑
定
を
し
た
ク
ラ
ー
ル
ス
へ
の
反
論
と
い
う
形
で
こ
の

劇
が
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
'
作
家
と
い
う
立
場
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
ク
ラ
ー
ル
ス
よ
り
も
「
よ

り
よ
-
医
学
を
学
ん
だ
」
同
じ
医
者
と
い
う
立
場
か
ら
の
反
論
と
し
て
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
に
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
、
こ
の
ヴ
ォ



It

イ
ツ
エ
ツ
ク
事
件
の
裁
判
で
の
精
神
鑑
定
を
め
ぐ
っ
て
当
時
の
ド
イ
ツ
の
精
神
医
学
界
で
論
争
が
あ
っ
た
こ
i
)
に
注
目
し
、
ク
ラ
ー
ル
ス

の
鑑
定
に
異
議
を
唱
え
た
マ
ル
ク
と
い
う
医
者
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
(
V
W
1
6
6
)
。
そ
の
マ
ル
ク
は
、
ボ
ル
ン
シ
ョ
イ
ア
-
の
注
釈

書
に
よ
る
と
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
犯
罪
責
任
能
力
の
問
題
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。

「
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
犯
し
た
行
為
が
被
告
人
の
心
の
状
態
と
必
然
的
で
直
接
的
な
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

多
-
の
者
は
、
確
信
を
持
っ
て
然
り
と
答
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
非
常
に
高
い
確
率
で
、
は
っ
き
り
と
こ
う
言
い

切
っ
て
し
ま
う
者
は
か
な
り
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
心
と
身
体
の
病
的
な
状
態
が
殺
人
行
為
に
影
響
を
及
ぼ
し
、

そ
の
た
め
に
、
犯
罪
責
任
能
力
は
疑
問
視
さ
れ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
軽
減
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
t
と
。
」
(
強
調
は
マ
ル
ク
)
十
一

マ
ル
ク
は
慎
重
で
あ
る
。
し
か
し
、
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
と
は
ま
っ
た
-
正
反
対
に
、
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
は

病
気
で
あ
る
と
診
断
し
、
彼
に
は
犯
罪
責
任
能
力
が
充
分
に
は
な
い
と
の
判
定
を
最
終
的
に
下
し
て
い
る
。

先
に
引
用
し
た
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
主
張
は
へ
　
こ
の
マ
ル
ク
の
診
断
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
こ

こ
で
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
こ
う
で
あ
る
。
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
は
精
神
病
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ク
ラ
ー
ル
ス
は
そ
の
判
断
を
誤
っ
た
。

そ
の
結
果
へ
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
は
裁
判
で
死
刑
の
判
決
を
受
け
処
刑
さ
れ
た
.
医
者
と
し
て
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
、
冒
ノ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』

で
そ
の
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
に
反
論
し
た
。

そ
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
最
も
関
心
を
向
け
た
の
が
「
刺
し
殺
せ
!
」
と
い
う
声
で
あ
る
。
こ
の
声
は
、
犯
行
の
直
前
に
聞
い
た
と
実
在

の
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
供
述
し
た
も
の
で
(
C
G
5
1
5
)
'
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
で
も
中
心
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の

劇
に
も
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
o
ク
ラ
ー
ル
ス
は
、
こ
の
声
は
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
独
り
言
で
あ
る
と
判
断
し
た
(
C
G
5
2
9
)
C

そ
の
説
を
紹
介
し
た
後
で
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
こ
う
述
べ
る
。
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「
詩
人
は
し
か
し
'
こ
こ
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
認
識
し
、
理
解
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。
妄
想
の
形
成
や
声
と

い
う
形
で
、
守
る
も
の
も
な
-
武
器
も
持
た
な
い
一
人
の
人
間
が
名
状
L
が
た
い
デ
ー
モ
ン
に
よ
っ
て
襲
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
デ
ー
モ
ン
の
冷
酷
さ
に
人
間
の
存
在
な
ど
ひ
と
た
ま
り
も
な
-
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
デ
ー
モ
ン
の
侵
入
の

も
と
で
人
間
の
魂
は
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
認
識
し
た
の
だ
。
」
(
V
W
1
7
3
)

そ
れ
は
他
で
も
な
い
。
九
月
虐
殺
の
際
に
あ
の
ダ
ン
ト
ン
を
襲
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
々
人
の
意
志
や
良
心
な
ど
を
超
え

て
人
の
人
生
を
支
配
す
る
「
不
透
明
な
必
然
性
」
(
d
i
e
t
r
t
i
b
e
N
o
t
w
e
n
d
i
g
k
e
i
t
)
に
縛
ら
れ
た
人
間
と
し
て
、
階
級
の
ま
っ
た
く
異
な

る
こ
の
二
人
の
主
人
公
は
共
通
す
る
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
考
え
た
。
も
っ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
劇
中
の
ダ
ン
ト
ン
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の

二
人
は
と
も
に
、
「
得
体
の
知
れ
な
い
力
に
よ
っ
て
糸
を
引
か
れ
る
」
(
v
o
n
u
n
b
e
k
a
n
n
t
e
n
G
e
w
a
l
t
e
n
a
m
D
r
a
h
t
g
e
z
o
g
e
n
)
「
人
形
」

(
P
u
p
p
e
)
　
で
あ
る
(
B
D
T
3
3
9
)
'
そ
う
見
た
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
'
「
ビ
エ
ル
ガ
ー
ト
ウ
ム
」
は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
理
解
し
よ
う
と
も
し
な
い
。

「
他
の
者
た
ち
、
つ
ま
り
'
社
会
の
人
間
た
ち
(
d
i
e
M
e
n
s
c
h
e
n
a
u
s
d
e
r
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
は
、
原
始
的
な
自
然
お
よ
び
運
命
と
し

て
現
わ
れ
る
圧
倒
的
な
も
の
と
自
ら
の
存
在
と
の
間
に
障
壁
を
建
て
、
面
と
向
か
っ
て
耐
え
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。
そ
れ

が
彼
ら
の
自
己
欺
病
で
あ
り
'
そ
れ
が
彼
ら
の
理
念
で
あ
る
。
そ
し
て
,
根
源
的
で
人
を
脅
か
す
も
の
(
d
a
s
 
U
r
s
p
r
i
i
n
g
l
i
c
h
e
 
u
n
d

D
r
0
h
e
n
d
e
)
は
彼
ら
の
モ
ラ
ル
に
よ
っ
て
せ
き
止
め
、
大
事
に
世
話
し
て
き
た
庭
の
よ
う
な
自
分
の
存
在
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ

ぅ
に
そ
ん
な
も
の
は
脇
へ
と
そ
ら
す
。
『
衰
弱
し
た
現
代
社
会
』
(
a
b
g
e
l
e
b
t
e
m
o
d
e
r
n
e
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
の
力
の
な
い
卑
小
な
文
化
に

対
し
て
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
た
だ
た
だ
軽
蔑
し
咽
笑
す
る
の
み
で
あ
っ
た
o
」
(
V
W
1
7
4
)
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こ
こ
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
市
民
社
会
批
判
や
生
の
哲
学
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
こ
こ
ま

で
手
厳
し
-
「
ビ
ユ
ル
ガ
-
ト
ゥ
ム
」
を
批
判
す
る
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ク
ラ
ー
ル
ス
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ル
ス
は
、

ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
精
神
は
全
体
的
に
は
正
常
で
あ
る
と
診
断
し
、
犯
罪
責
任
能
力
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
判
断
に
は
、
不
可
解
な

も
の
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
姿
勢
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
を
合
理
的
な
解
釈
で
倭
小
化
し
て
し
ま
う
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
が
軽
蔑

し
噸
笑
し
た
の
は
こ
こ
だ
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
見
た
。
だ
か
ら
、
右
の
よ
う
に
述
べ
た
の
だ
と
思
え
る
。

こ
の
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
論
で
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
見
て
い
た
も
の
は
、
一
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
意
志
を
超
え
た
力
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
、
「
名
状
L
が
た
い
デ
ー
モ
ン
」
、
「
不
透
明
な
必
然
性
」
、
「
根
源
的
で
人
を
脅
か
す
も
の
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
彼
は
言
い

換
え
る
。
し
か
し
へ
そ
の
ど
れ
に
も
同
じ
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
不
可
解
な
も
の
に
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
は
縛
ら
れ
殺

人
を
犯
し
た
。
ダ
ン
ト
ン
も
ま
た
然
り
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
現
実
を
「
社
会
の
人
間
た
ち
」
は
認
識
し
な
い
。
劇
中
の
大
尉
は
そ
の
代

表
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
こ
の
戯
曲
で
生
(
な
ま
)
　
の
現
実
を
示
す
一
方
で
、
そ
の
現
実
を
認
識
で
き
な
い
「
ビ
ユ
ル
ガ
-

ト
ウ
ム
」
を
噸
笑
し
た
。
こ
れ
が
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
論
の
要
点
で
あ
る
。

そ
の
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
裁
判
、
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
、
当
時
の
精
神
医
学
界
の
動
向
、
そ
し
て
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
の
そ
こ
で
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
等
、
当
時
の
社
会
状
況
を
彼
が
視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
彼
は
言
う
。

こ
の
劇
は
結
局
、
「
裁
判
官
に
対
す
る
裁
判
で
あ
る
」
　
(
E
s
i
s
t
e
i
n
G
e
r
i
c
h
t
u
b
e
r
d
i
e
R
i
c
h
t
e
r
.
V
W
1
6
2
)
　
と
。

こ
の
言
葉
は
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
の
研
究
史
上
で
重
い
意
味
を
持
つ
。

次
に
、
『
レ
ン
ツ
』
論
十
二
で
あ
る
。

フ
ィ
エ
ー
ト
ア
が
関
心
を
向
け
た
の
は
う
　
ま
ず
、
こ
の
短
篇
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
の
人
間
た
ち
で
あ
る
。
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「
現
代
的
な
社
会
や
そ
の
徹
底
し
て
合
理
化
さ
れ
た
文
化
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
農
夫
た
ち
は
、
ま
る
で
古
い
素
朴
な
自
然
の
一
断
片
の

よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
農
夫
た
ち
は
、
原
始
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
精
神
的
な
人
間
た
ち
に
は
と
う
に
消
え
去
っ
て

し
ま
っ
た
生
き
て
い
る
自
然
の
も
ろ
も
ろ
の
力
と
親
密
に
関
わ
り
つ
つ
暮
ら
し
て
い
る
。
」
(
V
L
1
8
4
)

こ
こ
で
の
論
も
ま
た
へ
先
に
述
べ
た
「
原
始
的
な
感
覚
」
に
つ
い
て
の
『
レ
ン
ツ
』
の
主
人
公
の
話
を
も
と
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼

の
『
レ
ン
ツ
』
論
は
'
こ
こ
を
基
点
に
こ
こ
か
ら
始
ま
る
。

「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
に
と
っ
て
は
'
単
純
で
力
強
い
生
命
が
人
間
の
最
も
高
い
価
値
で
あ
る
。
そ
の
生
命
を
そ
の
形
の
ま
ま
に
教
養
に
よ
っ

て
歪
め
た
り
し
な
い
で
真
に
表
現
す
る
こ
と
が
芸
術
の
最
高
の
美
で
あ
る
。
精
神
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ
れ
た
創
作
の
中
に
で
は
な
く
、
純

粋
な
自
然
の
存
在
の
中
に
し
か
彼
は
真
実
を
兄
い
出
さ
な
か
っ
た
の
で
、
現
実
が
放
つ
純
粋
な
輝
き
の
美
以
外
に
は
い
か
な
る
芸
術
の
美

も
あ
り
え
な
か
っ
た
o
」
　
(
V
L
1
8
7
f
.
)

こ
の
主
張
は
、
短
篇
『
レ
ン
ツ
』
の
中
で
展
開
さ
れ
る
芸
術
論
(
G
L
1
4
)
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o
主
人
公
レ
ン
ツ

が
こ
の
芸
術
論
の
中
で
最
も
強
-
主
張
し
た
こ
と
は
、
人
間
が
頭
の
中
で
勝
手
に
美
醜
を
判
断
し
て
自
然
を
作
り
変
え
た
り
せ
ず
へ
自
然

を
そ
の
生
命
の
ま
ま
に
写
し
取
る
の
が
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
姿
勢
は
'
必
然
的
に
、
「
単
純
で
力
強
い
生
命
」
に

向
か
う
。
な
ぜ
な
ら
へ
教
養
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
純
粋
な
自
然
が
そ
こ
に
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
右
の
論
述

は
、
『
レ
ン
ツ
』
　
の
芸
術
論
の
こ
の
要
点
を
正
確
に
と
ら
え
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
後
で
、
『
レ
ン
ツ
』
の
文
体
に
彼
は
注
目
す
る
。
「
生
命
と
心
の
錯
乱
の
あ
の
よ
う
な
解
剖
学
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
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と
い
う
こ
の
短
篇
に
つ
い
て
の
グ
ッ
コ
I
の
論
評
十
三
を
引
用
し
た
後
で
、
彼
は
こ
う
述
べ
る
。

「
実
際
へ
　
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
へ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
短
篇
は
文
学
的
表
現
の
新
た
な
領
域
へ
と
突
進
し
て
い
っ

た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
は
外
的
な
経
過
を
説
明
す
る
と
さ
と
か
学
問
的
な
分
析
を
述
べ
る
と
き
に
し
か
使
わ
れ
な
か
っ
た
そ
の
同
じ

手
法
で
、
も
つ
れ
発
展
す
る
心
理
状
態
を
現
実
の
ま
ま
に
精
密
に
そ
し
て
ま
さ
に
揺
る
ぎ
な
い
客
観
性
を
も
っ
て
再
現
す
る
試
み
で
あ
っ

た
。
」
　
(
V
L
1
9
2
)

こ
の
指
摘
は
、
『
レ
ン
ツ
』
　
の
文
体
を
考
え
る
上
で
限
り
な
-
重
要
で
あ
る
。
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
、
グ
ッ
コ
-
の
「
解
剖
学
」
　
(
d
i
e

°

　

°

　

`

　

e

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

`

A
n
a
t
o
m
i
e
;
　
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
こ
の
短
篇
が
出
事
を
記
録
す
る
文
書
や
自
然
科
学
の
叙
述
と
同
じ
手
法
で
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
つ
ま
り
、
『
レ
ン
ツ
』
は
、
記
録
や
自
然
科
学
の
文
体
と
同
じ
よ
う
に
、
「
現
実
の
ま
ま
に
精
密
に
そ
し

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

'

　

'

　

°

て
ま
さ
に
揺
る
ぎ
な
い
客
観
性
を
も
っ
て
」
描
か
れ
て
お
り
へ
　
こ
の
文
体
に
よ
っ
て
、
「
文
学
的
表
現
の
新
た
な
領
域
」
　
(
筆
者
強
調
)
　
を

切
り
開
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
こ
う
し
て
、
写
実
に
向
か
う
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
姿
勢
を
鮮
明
に
論
じ
へ
　
『
レ
ン
ツ
』
　
の
文
体
の
最
も
本
質
的
な
特
徴

を
正
確
に
把
握
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
姿
勢
や
そ
の
文
体
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
主
題
を
述

べ
る
段
に
な
る
と
、
彼
の
論
は
現
実
的
で
具
体
的
な
も
の
か
ら
離
れ
る
。
彼
は
言
う
。

「
自
ら
の
病
ん
で
い
る
状
態
に
対
し
て
な
す
す
べ
も
な
く
恐
ろ
し
い
ま
で
に
そ
の
病
が
悪
化
し
て
い
-
中
で
、
レ
ン
ツ
が
体
験
し
た

こ
と
は
、
根
本
的
に
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
形
而
上
学
的
苦
痛
の
源
で
あ
る
こ
の
世
の
苦
し
み
を
苦
し
む
こ
と
で
あ
る
。
」
　
(
V
L
1
9
3
)
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「
こ
の
世
の
苦
し
み
を
苦
し
む
こ
と
」
(
d
a
s
L
e
i
d
e
n
a
m
L
e
i
d
d
e
r
W
e
l
t
)
'
そ
れ
が
『
レ
ン
ツ
』
の
主
題
で
あ
る
。
そ
こ
は
い
い
。

し
か
し
へ
こ
の
苦
し
み
を
「
形
而
上
学
的
」
(
m
e
t
a
p
h
y
s
i
s
c
h
)
と
い
う
と
き
の
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文

体
の
特
徴
に
つ
い
て
あ
れ
ほ
ど
重
要
な
指
摘
を
し
た
彼
の
論
は
,
こ
の
「
形
而
上
学
的
苦
痛
」
と
い
う
〓
享
輪
郭
が
途
端
に
ぼ
け
て
し

ま
,
フ
Oこ

の
苦
悩
は
'
「
形
而
上
学
的
」
な
も
の
で
は
な
い
。
抽
象
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
,
思
弁
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
,
主
人

.

°

°

.

.

.

.

.

.

1

.

.

°

'

°

公
レ
ン
ツ
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
も
の
だ
。
作
品
論
で
こ
れ
に
つ
い
て
は
徹
底
的
に
論
じ
た
。

【
論
争
の
要
点
お
よ
び
批
判
】

さ
て
、
以
上
が
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
…
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
…
レ
ン
ツ
』
の
各
論
の
要
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
テ

ク
ス
ト
に
即
し
た
議
論
で
あ
る
。
ま
た
へ
素
材
と
テ
ク
ス
ト
と
の
文
-
的
な
関
連
に
-
心
を
払
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
,
そ
の
論
の
進

め
方
は
基
本
的
に
は
客
観
的
で
あ
り
正
確
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
難
点
も
多
々
あ
る
。
ま
ず
,
言
葉
の
用
法
で
あ
る
。
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
論
で
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
使
わ
れ
る
「
英
雄
的
」

(
h
e
-
d
i
s
c
h
)
へ
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
=
翠
使
わ
れ
る
「
神
話
的
」
(
m
y
t
i
s
c
h
,
V
W
1
7
2
)
'
「
聖
な
る
も
の
」
(
d
a
s
N
u
m
i
n
o
s
e
,
V
W

1
7
2
)
と
い
っ
た
裏
o
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
1
<
7
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
と
い
う
時
代
背
景
を
考
え
る
な
ら
ば
特
別
の
意
味
を
持
つ
こ
と

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
言
葉
と
ナ
チ
ズ
ム
が
容
易
に
結
び
付
-
と
い
う
危
機
意
識
を
ル
カ
ー
チ
が
持
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
,

こ
う
し
た
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
像
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
は
政
治
的
に
き
わ
等
危
険
な
代
物
に

な
る
と
ル
カ
ー
チ
が
察
知
し
た
の
も
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
「
V
o
l
k
」
を
賛
美
し
,
「
V
o
l
k
」
の
中
に
あ
る
「
原
始
的
な
自
然
」
を
-
す
る
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
は
,
啓

蒙
主
義
期
以
来
築
い
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理
的
社
会
秩
序
の
理
念
を
蔑
視
し
噸
笑
し
,
妄
間
違
え
れ
ば
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
別
の
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理
念
」
を
呼
び
込
む
誘
い
水
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
危
倶
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
'
バ
イ
ロ
ン
の
世
界
苦
や
ヴ
エ
ル
タ
ー
の

世
代
の
病
と
は
異
な
り
、
「
彼
(
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
)
　
の
苦
痛
は
男
性
的
で
あ
る
。
感
情
過
多
の
か
け
ら
も
な
い
o
」
(
V
W
I
O
6
)
と
か
、

「
啓
蒙
主
義
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
凡
俗
な
市
民
の
群
れ
の
自
負
心
が
縫
っ
た
薄
っ
ぺ
ら
な
遺
徳
主
義
」
(
V
W
1
2
9
f
.
)
と
い
っ
た
表
現
で

あ
る
。
な
ぜ
こ
ん
な
表
現
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
ナ
チ
ズ
ム
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
を
近
付
け
よ
う
と
思
え
ば
、
そ
の

た
め
の
言
葉
は
他
に
も
い
-
つ
か
見
当
る
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
彼
の
賛
美
す
る
「
V
o
l
k
」
が
「
民
族
」
の
意
に
な
り
こ
れ
が
「
ド
イ

ッ
民
族
」
と
解
釈
さ
れ
れ
ば
'
1
っ
飛
び
で
ナ
チ
ス
と
1
体
に
な
っ
て
し
ま
う
O
そ
れ
は
明
ら
か
に
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
意
味
す
る
も
の

か
ら
大
き
-
外
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
に
。

そ
れ
だ
け
に
、
ル
カ
ー
チ
の
警
告
に
は
意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ル
カ
ー
子
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
批
判
に
も
問
題
が
あ
る
O
彼
の
批
判

は
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
そ
の
も
の
と
じ
っ
-
り
向
き
合
い
'
こ
れ
を
具
体
的
に
実
証
的
に
批
判
す
る
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

ナ
チ
ズ
ム
の
危
険
な
兆
候
に
対
す
る
警
告
が
主
で
'
テ
ク
ス
ト
や
資
料
に
即
し
た
文
献
学
的
な
側
面
か
ら
の
批
判
が
弱
い
。

さ
ら
に
ル
カ
ー
チ
の
論
で
も
う
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、
す
べ
て
を
合
理
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
傾
き
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の

文
学
で
し
ば
し
ば
扱
わ
れ
る
非
合
理
な
も
の
を
一
切
無
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
が
宗
教
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
の
解
釈
に
そ
の
典
型
的
な
姿
勢
が
現
わ
れ
る
。
救
済
の
テ
ー
マ
は
、
ダ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
も
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
と
っ
て
も
、

レ
ン
ツ
や
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
や
レ
オ
ン
ス
に
と
っ
て
も
'
大
き
な
問
題
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
ル
カ
ー
チ
は
こ
う
し
た
傾
向
を
'
「
彼
(
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
-
)
の
時
代
の
矛
盾
の
大
き
さ
と
救
い
の
な
さ
」
(
L
F
2
0
4
)
の
現
わ
れ
だ
と
解
し
、
結
局
は
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
「
古
い
唯
物
論
」

(
d
e
r
a
l
t
e
M
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
,
L
F
2
1
5
)
に
固
執
し
て
お
り
、
後
の
ハ
イ
ネ
や
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
よ
う
に
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」

(
d
e
r
d
i
a
l
e
k
t
i
s
c
h
e
M
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
,
L
F
2
1
6
)
　
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
理
由
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
ダ

ン
ト
ン
に
肩
入
れ
し
た
の
だ
と
彼
は
考
え
る
。
こ
の
解
釈
は
、
明
ら
か
に
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
歴
史
観
を
指
標
に
し
、
こ
れ
に

照
ら
し
合
わ
せ
て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
作
品
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
明
確
な
表
明
と
も
な
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
文
学
作
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品
を
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
道
具
に
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
常
に
秘
め
て
い
る
。

ル
カ
ー
チ
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
没
後
百
年
を
節
目
に
交
わ
さ
れ
た
こ
の
二
人
の
論
争
は
、
そ
の
後
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-

研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
年
は
お
。
L
も
,
ド
イ
ツ
で
ナ
チ
ズ
ム
が
最
も
巨
大
に
な
っ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
そ
の
ナ
チ
ズ
ム
が
敗
退
す
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
も
、
こ
の
二
人
の
研
究
者
の
論
お
よ
び
そ
の
評
価
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

要
約
す
る
と
こ
う
だ
ろ
う
。
ル
カ
-
チ
は
'
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
立
ち
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
立
場
か
ら
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
研
究

を
す
る
と
い
う
方
法
を
大
胆
に
持
ち
込
ん
だ
。
こ
の
立
場
は
、
戦
後
に
な
る
と
大
き
な
流
れ
を
作
る
。
そ
し
て
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
,
素
材

と
作
品
と
の
関
係
に
注
目
し
、
こ
こ
か
ら
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
を
解
釈
し
、
そ
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
は
「
苦
悩
」
(
L
e
i
d
e
n
)
で
あ
る

と
考
え
た
。
こ
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
も
ま
た
細
々
な
が
ら
受
け
継
が
れ
る
。

そ
し
て
、
本
研
究
の
位
置
も
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
て
お
-
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
論
文
で
は
,
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
を
先
行
研
究
と

し
て
重
要
視
す
る
立
場
に
立
つ
。
な
ぜ
な
ら
へ
「
原
始
的
な
感
覚
」
に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱
い
、
彼
以
上
に
深
-
考
察
し
た
諭
は
,
調
べ

た
限
。
で
は
見
当
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
裁
判
,
精
神
鑑
定
,
そ
の
鑑
定
を
し
た
ク
ラ
ー
ル
ス
、
そ

の
彼
の
鑑
定
に
つ
い
て
の
当
時
の
精
神
医
学
界
で
の
議
論
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
体
の
問
題
等
,
本
研
究
で
扱
う
主
要
な
問
題
と
彼
の
論

は
数
多
-
の
点
で
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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二
、
社
会
史
的
立
場
か
ら
の
研
究

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
敗
退
へ
　
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
東
西
分
断
。
こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
。

東
ド
イ
ツ
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
西
ド
イ
ツ
で
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
臭
気
を
放
つ
も
の
は
こ
と
ご
と
-
排
除
さ
れ
、
こ
の
時
期
、
フ
ィ
エ
ー

ト
ア
の
研
究
は
脇
へ
追
い
払
わ
れ
た
。
逆
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
果
敢
に
戦
っ
た
ル
カ
ー
チ
の
論
は
高
-
評
価
さ
れ
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究

の
基
本
と
な
り
主
流
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
、
「
社
会
史
的
」
　
(
s
o
z
i
o
-
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
)
　
側
面
を
重
要
視
す
る
研
究
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
脈
々
と
続
い
て
い
る
。

【
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
ー
】

ハ
ン
ス
・
マ
イ
ア
-
(
以
下
へ
　
H
・
マ
イ
ア
-
)
　
は
そ
の
代
表
的
な
後
継
者
で
あ
ろ
う
。
戦
争
直
後
の
一
九
四
六
年
、
ヴ
ィ
-
ス
パ
ー

デ
ン
で
、
翌
年
ベ
ル
リ
ン
で
出
版
さ
れ
た
『
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と
そ
の
時
代
』
　
(
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
u
n
d
s
e
i
n
e
Z
e
i
t
)
十
日
は
そ
の
後
版
を
何

度
も
重
ね
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
、
戦
後
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
を
リ
ー
ド
し
た
。
そ
の
方
法
の
基
本
は
、
社
会
的
・
歴
史
的
状
況
を
重

視
す
る
こ
と
に
あ
る
。
作
品
は
時
代
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
。
従
っ
て
'
時
代
背
景
や
そ
の
時
代
と
作
者
の
関
わ
り
を
幅
広
-
視
野
に
入
れ

な
が
ら
作
品
を
読
み
解
-
必
要
が
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
観
を
大
幅
に
取
り
入
れ
た
ル
カ
ー
チ
の
方
法
を
訟
承
し

て
い
る
と
言
え
る
。
以
下
、
彼
の
論
の
要
点
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
へ
　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
論
で
あ
る
。

H
・
マ
イ
ア
I
は
こ
こ
で
、
1
八
三
四
年
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
家
族
宛
て
に
書
い
た
手
紙
十
五
の
1
部
を
引
用
し
、
こ
こ
を
基
点
に
論

を
展
開
す
る
o
そ
の
l
節
と
は
'
「
な
ぜ
な
ら
、
状
況
は
我
々
の
外
に
あ
る
か
ら
」
　
(
[
…
1
　
w
c
i
l
 
d
i
e
 
U
m
s
t
r
i
n
d
c
 
a
u
B
o
r
 
u
n
s
 
l
i
e
-

g
e
n
.
)
　
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
　
「
状
況
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
.
こ
れ
は
、
「
社
会
的
な
生
活
状
態
と
存
在
状
能
ご
　
(
s
o
z
i
a
l
c
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≡
J
e
n
s
喜
u
i
i
d
S
c
i
-
1
s
l
a
^
c
)
の
こ
と
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。
そ
し
て
,
こ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
貧
し
さ
」
(
d
i
e
A
r
m
u
t
)
の

こ
と
で
あ
。
、
「
物
質
的
な
生
活
の
(
状
況
〉
」
(
d
i
e
,
,
U
m
s
t
a
n
d
e
"
s
e
i
n
e
s
m
a
t
e
r
i
e
l
l
e
n
L
e
b
e
n
s
)
の
こ
と
だ
と
空
し
た
o
そ
し
て

こ
れ
こ
そ
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
を
犯
罪
に
腎
立
て
た
「
何
か
」
(
w
a
s
)
の
正
体
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
(
H
M
G
3
4
1
)
c
つ

ま
。
、
主
人
公
が
殺
人
を
犯
す
原
因
を
,
「
貧
し
さ
」
、
「
社
会
的
条
件
」
(
s
o
z
i
a
l
e
L
e
b
e
n
s
b
e
d
i
n
g
u
n
g
e
n
,
H
M
G
3
4
3
)
に
求
め
る
論

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
レ
ン
ツ
』
は
ど
う
か
。

こ
こ
で
も
、
社
会
的
・
歴
史
的
視
点
か
ら
作
品
を
解
読
す
る
姿
勢
を
H
・
マ
イ
ア
I
は
貫
-
。
そ
の
姿
勢
が
最
も
鮮
明
に
出
て
く
る
の

は
以
下
の
部
分
で
あ
る
。

「
レ
ン
ツ
の
状
態
や
運
命
を
こ
と
に
よ
る
と
思
い
起
さ
せ
る
よ
う
な
可
能
性
を
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
自
ら
の
内
部
に
感
じ
る
。

ギ
-
セ
ン
の
重
大
な
危
機
は
そ
の
こ
と
を
す
で
に
明
確
に
し
て
い
た
。
時
代
や
ま
わ
。
の
世
界
と
接
触
が
な
-
な
晶
係
が
喪
失
す
る
理

由
は
'
彼
に
も
十
分
に
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
は
、
才
能
や
感
じ
方
の
途
方
も
な
い
隔
た
。
、
生
活
の
リ
ズ
ム
の
相
違
、
そ
し
て
と
り
わ

け
、
社
会
の
構
造
や
政
治
的
・
社
会
的
状
態
の
未
来
に
向
け
て
の
深
い
洞
察
で
あ
る
。
」
(
H
M
G
2
8
0
)

H
・
マ
イ
ア
I
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
孤
立
で
あ
る
。
彼
に
は
人
並
み
外
れ
た
才
能
が
あ
っ
た
。

時
代
を
鋭
-
見
通
す
眼
識
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
時
代
や
ま
わ
。
の
世
界
か
ら
1
人
き
り
で
孤
立
し
、
そ
の
翌
感
が
作
者

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
実
在
の
レ
ン
ツ
に
近
付
け
た
。
つ
ま
。
、
外
界
と
の
関
係
の
喪
失
と
い
う
言
菅
」
の
二
人
の
作
家
は
共
通
し
,
彼
ら

の
孤
立
は
時
代
と
社
会
状
況
の
所
産
だ
と
い
う
論
で
あ
る
。

な
ん
と
見
事
な
物
語
だ
ろ
う
。
戦
後
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
で
=
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
た
彼
の
論
は
、
し
か
し
、
そ
の
物
語
。
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的
な
簡
潔
さ
ゆ
え
に
い
-
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
、
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ツ
ク
』
論
で
た
び
た
び
彼
が
引
用
し
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
手
紙
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
ぼ
-
は
誰
も
軽
蔑
し
ま
せ
ん
。
理
解
力
が
な
い
か
ら
と
か
教
養
が
な
い
か
ら
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
ま
ず
絶
対
に
。
な
ぜ
な
ら
へ
愚

か
者
に
な
る
に
し
て
も
犯
罪
者
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
人
間
の
力
の
及
ば
ぬ
こ
と
だ
し
、
も
し
我
々
が
同
じ
状
況
に
い
た
ら
多

分
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
し
へ
そ
の
状
況
と
い
う
の
は
我
々
の
外
に
あ
る
か
ら
で
す
。
」

原
文
で
は
'
右
の
引
用
文
は
ワ
ン
・
セ
ン
テ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
ワ
ン
・
セ
ン
テ
ン
ス
か
ら
「
状
況
と
い
う
の
は
我
々
の
外
に
あ
る
」

と
い
う
部
分
の
み
を
H
・
マ
イ
ア
I
は
取
り
出
し
、
こ
の
「
状
況
」
を
「
物
質
的
な
生
活
の
(
状
況
)
」
、
つ
ま
り
は
「
貧
し
さ
」
の
意
味

だ
と
限
定
す
る
。
そ
こ
に
問
題
は
な
い
か
。
同
じ
状
況
に
い
れ
ば
、
人
は
愚
か
者
に
も
な
る
し
犯
罪
者
に
も
な
る
。
人
間
と
は
元
来
そ
う

し
た
も
の
だ
か
ら
ぽ
-
は
そ
の
人
た
ち
を
軽
蔑
し
た
り
は
し
な
い
。
こ
れ
が
'
右
の
文
全
体
の
趣
旨
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
こ
の
趣
旨

は
'
以
下
の
手
紙
の
1
節
と
呼
応
し
て
い
る
。

「
ぽ
-
た
ち
の
中
で
嘘
を
つ
き
人
を
殺
し
盗
む
も
の
は
何
だ
ろ
う
?
」
十
六

(
W
a
s
i
s
t
d
a
s
,
w
a
s
i
n
u
n
s
l
u
g
t
,
m
o
r
d
e
t
s
t
i
e
h
l
t
?
)

人
間
を
「
愚
か
者
」
や
「
犯
罪
者
」
に
駆
り
立
て
る
も
の
、
そ
れ
を
「
何
か
」
(
w
a
s
)
と
い
う
言
葉
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
表
現
し
'

こ
れ
を
問
い
続
け
た
。
ダ
ン
ト
ン
や
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
そ
の
「
何
か
」
に
よ
っ
て
大
量
の
人
間
を
殺
し
、
レ
ン
ツ
は
そ
の
「
何
か
」
に

ょ
っ
て
「
愚
か
者
」
と
な
り
へ
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
は
そ
の
「
何
か
」
に
駆
ら
れ
て
「
犯
罪
者
」
に
な
っ
た
。
そ
し
て
'
そ
の
「
何
か
」
と
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は
、
い
ず
れ
も
、
彼
ら
一
人
ひ
と
り
の
意
思
を
超
え
た
外
側
の
「
状
況
」
で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
、
た
と
え
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
だ
け
に
限
っ

た
と
し
て
も
、
「
物
質
的
な
生
活
の
(
状
況
)
」
と
い
う
言
葉
の
み
で
限
定
で
き
る
の
か
。
む
し
ろ
、
言
葉
で
は
規
定
で
き
な
い
も
の
だ
か

ら
こ
そ
、
「
w
a
s
」
と
い
う
語
で
表
現
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

H
・
マ
イ
ア
I
の
解
釈
は
合
理
的
だ
し
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
を
狭
-
限
定
し
倭
小
化
し
て

し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
に
'
合
理
的
な
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
不
可
解
な
も
の
と
彼
の
文
学
は
常
に
向
き
合
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
『
レ
ン
ツ
』
論
で
は
そ
の
上
さ
ら
に
方
法
論
で
の
問
題
も
あ
る
。
実
在
の
レ
ン
ツ
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
身
近
に
感
じ
て
い
た

(
d
e
r
s
i
c
h
v
e
r
w
a
n
d
t
f
u
h
l
e
n
d
e
B
t
i
c
h
n
e
r
,
H
M
G
2
7
5
)
'
f
f
i
　
マ
イ
ア
-
は
こ
う
言
い
切
っ
て
摩
ら
な
い
.
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
。

実
証
性
が
な
い
。
そ
う
言
い
切
れ
る
確
証
が
な
い
。
さ
ら
に
仰
天
す
る
の
は
、
作
者
の
自
伝
と
作
品
と
を
実
に
簡
単
に
つ
な
げ
て
し
ま
う

そ
の
論
法
で
あ
る
。

「
こ
こ
で
は
(
『
レ
ン
ツ
』
で
は
)
、
体
験
と
詩
作
の
合
体
が
問
題
で
あ
り
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
苦
悩
の
芸
術
的
な
(
昇
華
)
が
問
題

と
な
る
。
そ
れ
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
『
レ
ン
ツ
』
も
ま
た
真
の
告
白
と
な
る
o
」
　
(
H
M
G
2
7
5
)

こ
こ
も
裏
付
け
に
乏
し
い
。
作
家
の
自
伝
と
作
品
と
の
関
連
を
述
べ
る
と
き
に
は
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
家
の
人
生
か

ら
一
つ
の
事
実
を
拾
い
、
だ
か
ら
作
品
で
は
こ
う
書
か
れ
た
の
だ
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
だ
か
ら
」
。
こ
こ
に
は
、
い
く
ら
で
も
窓
意
の

介
入
す
る
余
地
が
あ
る
。
後
に
言
及
す
る
が
'
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・
マ
イ
ア
I
が
強
-
批
判
す
る
の
は
、
従
来
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-

研
究
の
こ
う
し
た
方
法
論
の
初
歩
的
な
問
題
だ
ろ
う
。

H
・
マ
イ
ア
I
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
論
で
、
し
か
し
な
が
ら
興
味
深
い
の
は
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
、
作
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中
の
登
場
人
物
と
作
者
を
重
ね
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
し
か
し
面
白
い
の
は
,
ル
カ
ー
チ
と
は
異
な
り
,
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
で
は
な
く

ダ
ン
ト
ン
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
重
ね
た
点
で
あ
る
。
そ
の
説
に
よ
れ
ば
、
ダ
ン
ト
ン
は
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と
同
義
」
'
e
i
n
S
y
n
o
n
y
m

G
e
o
r
g
B
t
i
c
h
n
e
r
s
)
で
あ
り
、
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
(
自
ら
の
人
生
)
の
過
程
」
(
d
e
r
サ
e
i
g
e
n
e
L
e
b
e
n
s
p
r
o
z
e
B
"
B
u
c
h
n
e
r
s
)
が
こ

の
作
品
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
(
H
M
G
2
0
4
)
c
そ
し
て
ダ
ン
ト
ン
の
退
屈
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、
「
社
会
変
革
や
社
会
改
造
の

数
多
-
の
其
の
意
志
が
隠
さ
れ
て
い
る
」
(
H
M
G
2
0
7
)
の
で
あ
り
,
彼
の
虚
無
や
孤
立
は
、
革
命
の
成
果
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
利
益

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
客
観
的
事
実
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
見
る
(
H
M
G
2
1
3
)
C
要
す
る
に
,
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
で
し
か
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
対
す
る
絶
望
と
い
う
点
で
'
劇
中
の
ダ
ン
ト
ン
と
作
者
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
重
な
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
ど
う
か
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
に
と
っ
て
、
劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
「
抽
象
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
振

り
ま
わ
す
ル
ソ
ー
の
亜
流
」
(
d
e
r
a
b
s
t
r
a
k
t
i
d
e
o
l
o
g
i
s
c
h
e
R
o
u
s
s
e
a
u
-
E
p
i
g
o
n
e
,
H
M
G
2
1
6
)
で
し
か
な
い
と
彼
は
断
定
す
る
。
も
っ

と
も
、
実
在
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
一
致
し
て
お
り
,
現
実
の
歴
史
的
位
置
関
係
は
作
者
に
よ
っ
て
逆
転
さ
れ
て
い
る

と
の
留
保
を
付
け
る
の
だ
が
　
(
H
M
G
2
1
8
f
.
)
c

こ
こ
に
も
'
作
者
の
人
生
と
作
品
を
安
易
に
結
び
着
け
る
H
・
マ
イ
ア
I
の
論
法
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
,
社
会
史

的
立
場
に
立
つ
研
究
者
が
、
劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
切
り
捨
て
た
と
い
う
点
で
は
画
期
的
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ル
カ
ー
チ
か
ら

離
れ
た
の
だ
。

【
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
】

ル
カ
ー
チ
の
流
れ
を
汲
む
H
・
マ
イ
ア
I
の
研
究
は
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
,
八
〇
年
代
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。

彼
の
論
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
研
究
者
は
ド
イ
ツ
の
内
外
を
問
わ
ず
あ
ま
た
い
る
。
そ
の
系
譜
に
属
す
る
研
究
者
の
代
表
は
,
ヘ
ン
リ
ー
・

ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
で
あ
ろ
う
。
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完
八
三
年
に
彼
が
発
表
し
た
ヲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
。
革
命
の
文
学
へ
そ
し
て
文
学
の
革
命
』
(
G
e
o
r
g
B
t
i
c
h
n
e
r
.
D
i
c
h
-

t
u
n
g
d
e
r
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
u
n
d
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
d
e
r
D
i
c
h
t
u
n
g
)
十
七
は
、
方
法
論
的
に
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
経
歴
や
彼
の
時
代
の
動
き
に

目
を
配
り
作
品
と
の
関
連
を
考
察
す
る
と
い
う
点
で
t
 
H
・
マ
イ
ア
I
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
代
に
な
る
と
、

自
伝
や
時
代
に
対
す
る
論
考
に
き
め
の
細
か
さ
と
実
証
性
が
加
わ
る
。

た
と
え
ば
へ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
歴
史
観
に
対
す
る
議
論
で
あ
る
。
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
基
本
的
に
は
ル
カ
ー
チ
と
同
様
,
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I

は
「
平
民
の
革
命
」
を
め
ざ
し
た
作
家
だ
と
見
る
。
そ
れ
を
論
証
す
る
に
あ
た
り
,
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
プ
ル
ク
留
学
時
代

二
八
三
年
I
l
l
三
年
)
に
目
を
向
け
、
こ
の
時
期
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
サ
ン
シ
モ
ン
や
プ
ラ
ン
キ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
か

ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
と
彼
は
考
え
る
。
そ
し
て
へ
富
め
る
者
と
貧
し
い
者
と
の
問
の
階
級
闘
争
を
一
八
三
二
空
目
に
宣
言
し
た

プ
ラ
ン
キ
の
思
想
と
、
1
八
三
四
年
三
月
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
が
草
案
を
書
い
た
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
を
結
び

付
け
る
(
P
G
2
0
)
c
　
さ
ら
に
へ
そ
の
政
治
運
動
の
仲
間
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
の
証
言
を
も
と
に
,
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
革
命
で
は
な
-
貧
し
い
者
た
ち
の
解
放
を
め
ざ
し
て
い
た
と
論
じ
る
(
P
G
6
5
)
C
　
つ
ま
り
,
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
プ
ル
ク
留
学
時

代
の
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
の
動
向
と
の
関
連
の
上
で
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
革
命
観
を
実
証
的
に
裏
付
け
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
作
品
解
釈
と
な
る
と
t
 
H
・
マ
イ
ア
I
の
主
張
と
そ
う
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。

『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
に
登
場
す
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
こ
う
見
る
。
群
集
は
パ
ン
を
求
め
て
苦
し
ん
で
い
る
。
し
か

し
'
劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
「
抽
象
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
」
(
a
b
s
t
r
a
k
t
-
i
d
e
o
l
o
g
i
s
c
h
,
P
G
I
0
7
)
群
集
を
導
く
だ
け
で
,
内

心
で
は
そ
の
こ
と
を
途
方
も
な
い
重
荷
と
感
じ
へ
結
局
は
、
群
集
に
パ
ン
を
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
で
彼
は
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
ダ

ン
ト
ン
と
同
列
に
置
く
(
P
G
1
0
8
)
c
ま
た
、
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
も
こ
こ
で
は
ま
っ
た
-
同
様
で
あ
り
、
こ
の
革
命
家
は
自
ら
の
権
力
幾

持
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
突
き
放
す
(
P
G
1
0
9
)
c

そ
れ
で
は
へ
　
こ
の
劇
を
彼
は
ど
う
見
た
の
か
。
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「
そ
こ
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
I
十
年
後
に
マ
ル
ク
ス
が
学
問
的
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
-
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
が
(
逮

方
も
な
い
欺
病
)
で
あ
る
こ
と
を
文
学
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
(
大
衆
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
)
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
社
会
的
な
革
命
(
e
i
n
e
 
s
o
z
i
a
l
e
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)
　
は
'
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
を
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
推
し
進
め
て
み
た
と

こ
ろ
で
へ
　
そ
の
政
治
的
な
方
策
だ
け
で
は
達
成
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
。
」
　
(
P
G
l
1
2
)

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
つ
ま
り
'
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
」
　
(
d
i
e
 
b
t
i
r
g
e
r
l
i
c
h
e
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)
　
の
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
限
界
を
こ
の

劇
で
明
確
に
示
し
、
そ
の
こ
と
で
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
以
後
の
社
会
的
な
民
衆
の
革
命
の
必
然
性
」
　
(
d
i
e
 
N
o
t
w
e
n
d
i
g
k
e
i
t
 
e
i
n
e
r

n
a
c
h
b
u
r
g
e
r
l
i
c
h
e
n
 
s
o
z
i
a
l
e
n
 
V
o
l
k
s
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
)
　
を
訴
え
た
　
(
P
G
 
1
1
2
)
'
こ
れ
が
、
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
　
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
解

釈
の
中
心
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
一
見
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
と
劇
中
の
ダ
ン
ト
ン
を
重
ね
、
ダ
ン
ト
ン
の
倦

怠
や
虚
無
感
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
へ
の
絶
望
が
原
因
だ
と
見
る
点
で
は
、
H
・
マ
イ
ア
I
の
見
解
と
変
わ
り
が
な
い
。
違
う
と
こ
ろ
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
ダ
ン
ト
ン
も
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
も
結
局
の
と
こ
ろ
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
家
」
　
で
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は

こ
の
劇
で
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
限
界
を
示
す
と
と
も
に
へ
　
そ
れ
以
後
の
「
民
衆
の
革
命
の
必
然
性
」
を
示
そ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
歴
史
観
に
沿
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
劇
の
解
釈
に
当
て
は
め
た
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
へ
　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
は
ど
う
か
。

ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
こ
う
論
じ
る
。
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
犯
罪
の
責
任
は
本
来
社
会
の
側
に
あ
る
の
に
、
裁
判
で
は
、
そ
の
責
任
を
ヴ
ォ

イ
ツ
ェ
ッ
ク
個
人
に
背
負
わ
せ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
「
唯
物
論
者
の
視
点
か
ら
」
　
(
a
u
s
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
r
S
i
c
h
t
)
I

ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
、
「
自
ら
放
り
出
さ
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
の
重
圧
の
も
と
で
、
強
制
的
な
行
為
の
出
来
事
と
し
て
殺
人
に
駆
り
立
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て
ら
れ
て
い
-
姿
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
で
同
時
に
、
自
分
が
所
有
す
る
た
っ
た
一
つ
の
も
の
で
あ
る
マ
リ
ー
を
殺
し
て
し
ま
い

自
滅
へ
と
追
い
込
ま
れ
て
い
-
姿
を
示
し
た
。
」
　
(
P
G
2
5
1
)

こ
の
論
も
ま
た
へ
　
「
我
々
の
外
に
あ
る
状
況
」
　
(
d
i
e
U
m
s
t
a
n
d
e
a
u
B
e
r
u
n
s
)
　
を
重
視
し
'
こ
れ
が
殺
人
の
原
因
で
あ
る
と
見
て
、
そ

の
状
況
を
「
社
会
的
」
　
(
s
o
z
i
a
l
)
　
な
も
の
だ
と
規
定
し
た
H
・
マ
イ
ア
I
の
論
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
が
右
の
引
用

の
中
で
言
う
そ
の
「
社
会
的
状
況
」
　
(
d
i
e
 
s
o
z
i
a
l
e
n
 
U
m
s
t
a
n
d
e
)
　
と
い
う
の
は
'
「
唯
物
論
の
視
点
」
か
ら
見
た
状
況
で
'
具
体
的
に

は
主
人
公
が
属
し
て
い
る
階
級
の
「
貧
し
さ
」
し
か
意
味
し
て
い
な
い
。

『
レ
ン
ツ
』
論
で
も
へ
　
こ
の
　
「
唯
物
論
の
視
点
」
を
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
貫
-
0

彼
は
こ
う
述
べ
る
。

「
苦
悩
の
原
因
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
形
而
上
学
的
な
も
の
の
中
に
で
は
な
-
、
社
会
的
な
現
実
　
(
d
i
e
 
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
W
i
r
k
-

-
i
c
h
k
e
i
t
)
　
の
中
に
求
め
た
。
レ
ン
ツ
の
精
神
的
な
錯
乱
を
個
人
と
ま
わ
り
の
世
界
の
救
い
よ
う
の
な
い
分
裂
と
し
て
自
ら
診
断
す
る
と
、

こ
の
間
題
の
社
会
的
な
本
質
を
臨
床
的
な
現
象
と
い
う
形
で
明
る
み
に
出
し
た
o
」
　
(
P
G
1
7
6
)

レ
ン
ツ
は
自
己
と
外
界
と
の
間
で
の
分
裂
に
苦
悩
す
る
0
　
そ
の
苦
悩
は
、
神
に
よ
っ
て
も
高
遠
な
「
世
界
精
神
」
　
[
e
i
n
W
e
l
t
g
e
i
s
t
)

に
よ
っ
て
も
救
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
へ
　
そ
の
苦
痛
と
苦
し
み
は
「
無
神
論
の
岩
」
　
(
F
e
l
s
 
d
e
s
 
A
t
h
e
i
s
m
u
s
)
　
だ
と
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は

言
う
　
(
P
G
1
7
7
)
C
　
こ
の
限
り
で
は
彼
の
論
に
無
理
は
な
い
o
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
即
、
こ
の
間
題
の
本
質
は
「
社
会
的
」
な
も
の
だ

と
言
い
切
れ
る
の
か
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
苦
痛
と
苦
し
み
が
、
「
唯
物
論
に
向
か
う
彼
(
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
)
自
身
の
倫
理
的
な

根
本
モ
チ
ー
フ
」
　
(
d
a
s
e
t
h
i
s
c
h
e
G
r
u
n
d
m
o
t
i
v
s
e
i
n
e
r
e
i
g
e
n
e
n
H
i
n
w
e
n
d
u
n
g
z
u
m
M
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
u
s
)
　
で
あ
る
と
方
向
付
け
へ
　
こ
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の
苦
悩
を
、
「
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
や
身
分
の
低
い
者
た
ち
の
す
べ
て
と
文
字
通
り
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
分
か
ち
合
っ
た
苦
痛
で
あ
り
人
間

的
な
苦
悩
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
と
き
　
(
P
G
1
7
7
)
'
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
妥
当
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

短
篇
の
主
人
公
は
'
自
我
と
外
界
と
の
分
裂
に
苦
悩
し
、
そ
の
苦
悩
に
は
救
い
が
な
い
。
こ
れ
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
そ
の
苦
悩
ゆ
え

に
彼
は
孤
立
し
'
他
の
誰
と
も
こ
の
苦
悩
を
分
か
ち
合
え
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
主
人
公
の
最
も
深
い
絶
望
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、

レ
ン
ツ
の
苦
悩
を
階
級
の
苦
悩
と
結
び
付
け
る
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
解
釈
は
本
質
か
ら
大
き
-
外
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
一
つ
の
原
因
は
、
主
人
公
レ
ン
ツ
と
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
安
易
に
重
ね
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
、
「
レ

ン
ツ
は
作
者
の
原
型
だ
」
　
(
L
e
n
z
i
s
t
P
r
o
t
o
t
y
p
d
e
s
D
i
c
h
t
e
r
s
,
P
G
1
6
8
)
　
と
言
い
切
る
.
そ
し
て
こ
れ
が
下
地
と
な
っ
て
、
短
篇
『
レ

ン
ツ
』
　
の
主
人
公
の
苦
悩
を
社
会
的
に
抑
圧
さ
れ
た
階
級
の
苦
悩
と
強
引
に
結
び
付
け
る
。
そ
の
論
の
運
び
に
は
'
客
観
的
に
納
得
で
き

る
論
証
が
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
'
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
こ
の
　
『
レ
ン
ツ
』
論
は
H
・
マ
イ
ア
I
の
論
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
自
己
と
外
界

と
の
問
の
分
裂
に
焦
点
を
合
わ
せ
へ
そ
の
分
裂
は
社
会
的
な
問
題
で
あ
る
と
規
定
し
、
主
人
公
レ
ン
ツ
の
苦
悩
と
作
者
の
苦
悩
を
重
ね
る
。

こ
れ
ら
の
点
で
、
両
者
は
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。

ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
旧
東
ド
イ
ツ
の
研
究
者
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
の
研
究
書
が
出
た
の
は
一
九
八
三
年
で
あ
る
。
H
・
マ
イ
ア
-
の

論
が
い
か
に
強
い
影
響
を
与
え
続
け
た
か
へ
　
そ
の
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
も
東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
以
降
の

九
〇
年
代
に
な
る
と
論
調
を
変
え
る
。
そ
の
論
は
後
ほ
ど
紹
介
す
る
。

【
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
イ
ア
ー
】

旧
東
ド
イ
ツ
出
身
の
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
研
究
に
は
、
ル
カ
ー
チ
の
論
以
降
脈
々
と
流
れ
て
き
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
濃

厚
に
漂
う
。
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
そ
れ
ほ
ど
全
面
に
出
さ
ず
、
「
社
会
史
的
現
実
」
　
(
d
i
e
 
s
o
z
i
o
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
 
W
i
r
k
-
i
c
h
k
e
i
t
)
　
と
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作
品
と
の
関
係
を
重
-
見
た
の
が
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
イ
ア
-
(
以
下
、
A
・
マ
イ
ア
-
)
　
で
あ
る
。

彼
の
研
究
の
特
徴
は
、
一
九
八
二
年
に
出
た
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
美
学
』
十
八
と
い
う
論
文
に
、
は
っ
き
り
と
出
て
い
る
。

そ
の
論
文
で
彼
は
こ
う
述
べ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
、
実
在
の
人
物
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
を
素
材
に
し
、
そ
の
素
材
の
本
質
を
見
極
め
、

こ
れ
を
作
品
の
中
で
「
先
鋭
化
」
　
(
V
e
r
s
c
h
a
r
f
u
n
g
)
　
し
「
発
展
」
　
(
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
)
　
さ
せ
た
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
「
素
材
」
(
d
i
e

s
t
o
f
f
l
i
c
h
e
n
E
l
e
m
e
n
t
e
)
　
と
「
作
品
」
　
(
W
e
r
k
e
)
　
と
の
差
異
で
あ
る
　
(
A
M
A
2
0
2
)
c

そ
れ
で
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
何
を
本
質
と
見
た
の
か
。
A
・
マ
イ
ア
-
は
こ
う
続
け
る
。

「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
す
べ
て
の
作
品
の
基
底
に
あ
る
問
題
点
は
、
社
会
的
な
関
係
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
て
-
る
役
割
の
強
制
に
も
と

う
-
(
疎
外
)
(
e
i
n
e
E
n
t
f
r
e
m
d
u
n
g
)
に
あ
る
」
(
A
M
A
2
0
3
)
c
し
た
が
っ
て
、
主
人
公
た
ち
に
は
主
体
的
な
自
立
性
が
な
い
　
(
d
i
e

f
e
h
l
e
n
d
e
s
u
b
j
e
k
t
i
v
e
A
u
t
o
n
o
m
i
e
,
A
M
A
2
0
3
)
c
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
「
社
会
的
歴
史
的
現
実
」
(
A
M
A
2
0
4
)
で
あ
る
.
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
は
自
ら
の
観
点
に
従
い
へ
こ
の
現
実
を
切
り
取
り
こ
れ
を
強
調
し
た
。
だ
か
ら
素
材
そ
の
も
の
で
は
な
-
、
作
品
の
内
容
が
現
実

性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
へ
ビ
_
ユ
ー
ヒ
ナ
-
が
素
材
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
、
そ
こ
が
問
題
で
あ
り
'
そ
こ
に
彼
の
「
美
学
」

(
A
s
t
h
e
t
i
k
)
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
素
材
と
作
品
と
の
関
係
を
「
客
体
」
(
O
b
j
e
k
t
)
と
「
主
体
」
(
S
u
b
j
e
k
t
)
と
の
問
題
と
し
て
と
ら

え
た
。素

材
を
ど
う
解
釈
し
た
の
か
へ
そ
こ
に
作
者
の
主
体
が
あ
り
、
そ
れ
が
形
に
な
っ
た
も
の
が
作
品
で
あ
る
。
そ
の
関
係
は
そ
の
ま
ま
作

品
と
そ
の
読
み
手
と
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る
、
A
・
マ
イ
ア
I
は
そ
う
考
え
た
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
彼
な
り
の
解

釈
で
素
材
に
忠
実
に
「
現
実
」
を
作
品
の
中
で
示
し
た
の
だ
か
ら
へ
読
み
手
も
ま
た
そ
の
「
現
実
」
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で

は
、
読
み
手
の
側
の
「
現
実
」
に
対
す
る
姿
勢
も
ま
た
常
に
問
わ
れ
る
。
彼
は
こ
こ
で
へ
読
み
手
の
「
主
体
性
」
を
強
調
し
た
。

A
・
マ
イ
ア
-
の
こ
の
論
の
進
め
方
は
明
解
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
研
究
し
た
の
が
へ
　
こ
の
論
文
の
二
年
前
に
書
か
れ
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た
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
へ
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
)
』
　
(
一
九
八
〇
年
)
十
九
で
あ
る
。

そ
の
解
釈
の
基
本
は
こ
う
で
あ
る
。

「
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
運
命
は
、
誤
っ
た
社
会
状
況
の
中
で
の
一
個
人
の
生
活
条
件
の
例
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
人
間
の

原
則
的
な
状
況
に
関
す
る
社
会
批
判
的
観
点
か
ら
の
み
一
般
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
受
容
者
は
自
ら
の
社
会
的
条
件
を
考
慮
し
な

が
ら
へ
　
こ
の
誤
っ
た
状
況
I
つ
ま
り
疎
外
-
の
評
価
に
と
り
か
か
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
」
(
A
M
W
7
4
)

こ
こ
で
A
・
マ
イ
ア
I
は
'
「
社
会
批
判
的
観
点
」
(
d
i
e
 
s
o
z
i
a
T
k
r
i
t
i
s
c
h
e
 
H
i
n
s
i
c
h
t
)
を
強
調
す
る
。
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
事
件
は

「
誤
っ
た
社
会
状
況
」
(
f
a
l
s
c
h
e
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
V
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
)
の
中
で
起
き
た
1
つ
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
肝
要
な
の
は
そ
の
社

会
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
社
会
状
況
は
特
殊
で
個
別
の
も
の
で
は
な
-
、
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
批
判
的
に
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
社
会
状
況
と
い
う
の
は
、
読
み
手
が
今
い
る
社
会
状
況
と
無
縁
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
こ
に
は
、
読
み
手
の

主
体
性
を
強
調
す
る
先
の
論
文
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
を
彼
は
具
体
的
に
ど
う
解
釈
し
た
の
か
。

そ
の
要
点
は
こ
う
で
あ
る
。
こ
の
劇
は
、
「
歴
史
的
全
体
の
再
現
」
(
d
i
e
W
i
e
d
e
r
g
a
b
e
d
e
r
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
n
T
o
t
a
l
i
t
a
t
,
A
M
W
1
6
)

で
あ
る
。
そ
の
全
体
を
示
す
た
め
に
個
々
の
場
面
は
す
べ
て
関
連
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
姿
勢
に
は
、
鑑
定
医
ク
ラ
ー

ル
ス
へ
の
批
判
が
あ
る
o
な
ぜ
な
ら
、
本
来
、
「
社
会
的
状
況
」
(
d
i
e
s
o
z
i
a
l
e
n
V
e
r
h
a
l
t
n
i
s
s
e
,
A
M
W
6
9
)
　
と
個
人
と
の
関
係
を
考

慮
す
べ
き
な
の
に
、
こ
の
鑑
定
医
は
そ
こ
を
見
落
と
し
'
犯
罪
の
責
任
を
個
人
1
人
に
な
す
り
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
(
A
M
W
6
9
)
'
つ

ま
り
、
「
誤
っ
た
社
会
状
況
」
の
中
で
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
事
件
は
起
き
た
の
だ
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
判
断
し
、
そ
の
「
誤
っ
た
社
会
状
況
」

の
全
体
を
こ
の
劇
で
示
し
、
あ
わ
せ
て
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
犯
罪
を
彼
個
人
の
責
任
に
し
た
ク
ラ
ー
ル
ス
を
こ
の
劇
で
批
判
し
た
。
こ
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れ
が
A
・
マ
イ
ア
-
の
見
解
の
骨
子
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
、
社
会
的
な
状
況
を
強
調
す
る
読
み
と
い
う
点
で
'
H
・
マ
イ
ア
-
の
流
れ
に
あ
る
。
し
か
し
'
こ
れ
を
基
本
と
す
る
も

の
の
こ
れ
を
大
き
-
発
展
さ
せ
て
い
る
。
こ
と
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
の
精
神
鑑
定
書
に
関
心
を
向
け
、
ク
ラ
ー
ル
ス

と
い
う
医
者
の
存
在
を
重
-
見
た
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ル
ス
と
劇
中
の
ド
ク
タ
ー
と
の
類
似
を
彼
は
指
摘
し
　
(
A
M
W
4
9
f
.
)
、
ヴ
オ

イ
ツ
ェ
ッ
ク
の
裁
判
が
当
時
社
会
的
に
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
言
及
L
へ
　
さ
ら
に
は
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
父
が
鑑
定
医
と
し

て
裁
判
で
実
際
に
働
い
て
い
た
と
い
う
事
実
も
挙
げ
る
　
(
A
M
W
9
)
c

°

　

'

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

'

　

°

　

°

　

`

　

'

　

▼

　

°

　

°

　

'

　

°

　

°

　

°

　

°

　

'

　

°

　

°

　

t

　

°

　

°

　

°

　

°

L
か
し
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
こ
れ
ま
で
の
ビ
ュ
ー
J
J
ナ
-
研
究
で
は
ま
っ
た
-
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
(
A
M
W
　
1
9
,

筆
者
強
調
)
'
一
八
三
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
ピ
エ
ー
ル
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
殺
人
事
件
と
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
事
件
と
の
関
連
を
ほ

の
め
か
し
た
こ
と
で
あ
る
。
A
・
マ
イ
ア
I
は
ほ
の
め
か
す
だ
け
で
、
具
体
的
に
は
そ
の
関
連
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
社

会
的
・
歴
史
的
状
況
を
強
調
す
る
研
究
者
が
、
階
級
闘
争
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
枠
組
み
か
ら
離
れ
、
ま
さ
に
社
会
的
な
出
来
事
を
具

体
的
に
追
い
始
め
た
。
こ
れ
は
皮
肉
で
は
な
-
、
画
期
的
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
「
社
会
批
判
的
観
点
」
に
立
つ
A
・
マ
イ
ア
I
は
、
い
わ
ゆ
る
「
存
在
論
的
な
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
」
(
d
i
e
 
e
x
i
s
t
e
n
t
i
a
-

1
i
s
t
i
s
c
h
e
B
l
i
c
h
n
e
r
-
F
o
r
s
c
h
u
n
g
,
A
M
W
7
2
)
　
を
批
判
す
る
。
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
　
の
登
場
人
物
た
ち
が
自
ら
の
状
況
や
自
ら
の
行

動
を
思
い
通
り
に
で
き
な
い
の
は
、
「
彼
ら
が
そ
う
い
う
性
質
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
は
な
-
、
「
社
会
的
な
役
割
の
強
制
」

(
d
e
r
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
R
o
l
l
e
n
z
w
a
n
g
)
　
の
結
果
で
あ
る
O
そ
れ
ゆ
え
問
題
は
、
「
ア
ナ
ー
キ
ー
な
社
会
シ
ス
テ
ム
」
(
d
a
s
 
a
n
a
r
-

c
h
i
s
c
h
e
S
o
z
i
a
-
s
y
s
t
e
m
)
　
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
へ
「
存
在
論
的
な
」
研
究
は
そ
こ
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
れ
が
、
そ
の
批
判
の
要

点
で
あ
る
。

確
か
に
、
ダ
ン
ト
ン
も
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
革
命
の
指
導
者
と
い
う
「
社
会
的
な
役
割
の
強
制
」
ゆ
え
に
苦
悩
す
る
。
レ
オ
ン
ス
と
レ
-

ナ
も
王
子
と
王
女
と
い
う
役
割
を
背
負
う
。
「
役
割
の
強
制
」
と
い
う
概
念
は
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
用
い
た
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
「
人
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形
」
　
(
P
u
p
p
e
)
　
で
あ
り
'
こ
れ
は
へ
　
彼
の
文
学
を
把
握
す
る
上
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

を
「
社
会
的
」
と
の
み
限
定
で
き
る
の
か
。
「
我
々
は
人
形
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
ダ
ン
ト
ン
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
人
間

の
理
念
・
遺
徳
・
意
志
な
ど
と
は
無
関
係
に
人
間
が
「
何
か
」
　
(
w
a
s
)
　
に
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
こ
で
は
自
分
な
ど
「
ナ
ッ
シ
ィ
ン
グ
」
　
(
N
i
c
h
t
s
)
　
な
の
だ
。
「
何
か
」
　
に
よ
っ
て
糸
を
引
か
れ
る
操
り
人
形
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で

は
何
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
を
ダ
ン
ト
ン
は
　
「
得
体
の
知
れ
ぬ
力
」
　
(
u
n
b
e
k
a
n
n
t
e
G
e
w
a
-
t
e
n
)
　
と
言
い
、
特
定
の
言
葉

で
限
定
せ
ず
広
が
り
を
持
た
せ
て
い
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
自
身
も
こ
の
点
に
関
し
て
同
様
の
こ
と
を
手
紙
で
書
い
て
い
る
。
二
十

強
い
て
言
え
ば
、
そ
の
「
何
か
」
と
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
中
で
突
発
的
に
出
て
-
る
本
能
的
な
衝
動
の
類
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
人
は
、

状
況
次
第
で
は
押
さ
え
ら
れ
な
い
と
き
が
あ
る
。
そ
の
状
況
は
し
か
し
な
が
ら
、
A
・
マ
イ
ア
I
の
言
う
「
社
会
的
」
な
も
の
ば
か
り
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
　
で
い
え
ば
、
自
分
の
目
の
前
で
自
分
の
女
が
他
の
男
と
踊
り
な
が
ら
体
を
熟
-
し

て
「
も
っ
と
!
も
っ
と
!
」
と
吐
息
ま
じ
り
に
言
っ
て
い
る
の
を
目
に
し
耳
に
し
た
瞬
間
の
状
況
で
あ
る
。
『
レ
ン
ツ
』
　
で
言
え
ば
'
死

ん
だ
子
供
が
祈
り
も
む
な
し
-
生
き
返
ら
な
か
っ
た
瞬
間
の
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
を
'
「
社
会
的
な
」
状
況
だ
と
断
定
で
き
る

の
か
。
そ
こ
で
は
'
「
社
会
的
な
役
割
の
強
制
」
も
「
ア
ナ
-
キ
な
社
会
シ
ス
テ
ム
」
も
そ
れ
ほ
ど
関
係
な
い
よ
う
に
思
え
.
る
。
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
が
そ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
通
し
て
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
'
む
し
ろ
、
状
況
次
第
で
人
間
は
瞬
間
的
に
頭
が
空
白
に
な
り
、

そ
の
空
自
状
態
の
ま
ま
で
自
分
の
理
念
や
道
徳
や
意
志
な
ど
と
は
無
関
係
に
恐
ろ
し
い
こ
と
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
の
か
。
そ
れ
が
人
間
で
あ
り
、
人
間
と
は
そ
う
い
う
闇
の
部
分
を
内
に
抱
え
込
ん
だ
存
在
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
人
間
を
そ

う
見
て
い
る
。
そ
の
証
左
と
な
る
の
が
'
「
人
間
は
誰
で
も
一
つ
の
深
淵
だ
。
の
ぞ
き
込
め
ば
め
ま
い
が
す
る
」
　
(
J
e
d
e
r
 
M
e
n
s
c
h
 
i
s
t

e
i
n
A
b
g
r
u
n
d
,
e
s
s
c
h
w
i
n
d
e
l
t
e
i
n
e
m
.
w
e
n
n
m
a
n
h
i
a
b
s
i
e
h
t
.
)
　
と
い
う
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
　
の
初
期
草
稿
の
中
に
あ
る
主
人
公
の

言
葉
だ
ろ
う
。
l
一
十
二
」
れ
は
、
ひ
と
り
の
人
間
の
中
に
は
何
が
つ
ま
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し

て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
は
'
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
深
淵
の
間
の
中
か
ら
何
か
が
表
に
出
て
-
る
瞬
間
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
ろ
う
と
し
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.
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
A
・
マ
イ
ア
I
が
批
判
し
た
「
存
在
論
的
な
」
観
点
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
を
考
え
る
上
で
ど

う
し
て
も
不
可
欠
の
よ
う
に
思
え
る
。

実
際
、
A
・
マ
イ
ア
I
の
『
レ
ン
ツ
』
の
解
釈
で
は
、
社
会
的
な
状
況
が
す
べ
て
の
原
因
だ
と
す
る
見
解
の
弱
点
が
露
呈
す
る
。
理
由

は
簡
単
で
あ
る
。
こ
の
短
篇
の
主
人
公
が
社
会
的
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
裏
付
け
が
テ
ク
ス
ト
か
ら
な
か

な
か
見
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
A
・
マ
イ
ア
I
は
そ
こ
で
、
カ
ウ
フ
マ
ン
が
持
参
し
た
レ
ン
ツ
の
父
親
の
手
紙
を
問
題
に
す
る
。

そ
の
手
紙
の
内
容
は
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
な
い
で
、
き
ち
ん
と
し
た
目
標
を
も
っ
て
生
き
ろ
、
と
い
う
類
の
も
の
で
あ

る
。
A
・
マ
イ
ア
I
は
、
こ
れ
が
'
社
会
的
抑
圧
を
レ
ン
ツ
が
受
け
て
い
る
証
と
見
て
(
A
M
W
1
6
)
、
こ
の
外
部
か
ら
の
「
要
求
」

(
d
i
e
A
u
f
f
o
r
d
e
r
u
n
g
)
が
レ
ン
ツ
の
病
の
原
因
で
あ
る
と
判
断
す
る
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
全
体
の
中
で
何

が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
へ
　
そ
れ
を
こ
の
解
釈
は
少
し
も
明
ら
か
に
し
な
い
。

社
会
的
状
況
を
強
調
す
る
研
究
は
、
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
や
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
の
解
釈
で
は
勢
い
付
-
。
し
か
し
、
『
レ
ン
ツ
』
と

な
る
と
つ
ま
ず
-
。
そ
の
傾
向
が
A
・
マ
イ
ア
-
の
論
に
も
表
れ
て
い
る
。
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三
、
存
在
論
的
立
場
か
ら
の
研
究

【
コ
ー
ベ
ル
】

こ
の
分
野
の
代
表
は
コ
ー
ベ
ル
と
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
'
コ
ー
ベ
ル
の
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
。
文
学
作
品
』
(
一
九
七
四
年
)
二
二
で
あ
る
。

こ
の
論
の
特
徴
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
作
品
を
通
し
て
人
間
の
「
自
由
」
(
d
i
e
 
F
r
e
i
h
e
i
t
)
　
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

社
会
的
条
件
を
重
要
な
要
素
と
見
な
す
レ
ー
マ
ン
の
論
≡
を
意
識
し
て
、
彼
は
こ
う
述
べ
る
。

「
彼
ら
(
レ
オ
ン
ス
と
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
、
筆
者
注
)
　
の
間
に
は
、
出
身
、
身
分
、
教
養
、
知
性
で
き
わ
め
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

し
か
し
、
本
質
的
な
こ
と
で
は
一
緒
で
あ
る
。
も
し
へ
区
分
け
す
る
も
の
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
れ
ば
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
意
に
背
-
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
も
の
は
'
『
馬
鹿
げ
た
外
見
』
　
(
l
a
c
h
e
r
l
i
c
h
e
A
u
B
e
r
l
i
c
h
k
e
i
t
)
と
彼
は
見
な
し
て
い
た
」
(
K
G
2
8
7
)
c

こ
の
『
馬
鹿
げ
た
外
見
』
と
い
う
の
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
手
紙
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
二
四
こ
れ
と
類
似
し
た
主
張
は
、
ヲ
ン
ト
ン
の

死
』
の
カ
ミ
ー
ユ
の
台
詞
l
豆
に
も
、
『
レ
ン
ツ
≒
六
に
も
認
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
金
持
ち
で
あ
ろ
う
が
貧
乏
人
で
あ
ろ
う
が
、
イ

ン
テ
リ
で
あ
ろ
う
が
間
抜
け
で
あ
ろ
う
が
、
中
に
詰
ま
っ
て
い
る
も
の
は
み
な
同
じ
と
い
う
人
間
観
で
あ
る
。
コ
-
ベ
ル
は
こ
こ
を
基
点

と
し
て
、
貧
富
の
差
を
と
り
わ
け
問
題
と
す
る
見
解
を
批
判
し
た
。

そ
の
彼
の
論
に
よ
る
と
こ
う
で
あ
る
。
「
金
持
ち
は
自
由
で
貧
乏
人
は
自
由
で
は
な
い
。
と
す
る
と
'
自
由
と
は
、
全
財
産
を
意
の
ま

ま
に
使
え
る
自
由
な
力
で
あ
り
能
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
(
K
G
2
8
6
)
c
 
L
か
し
へ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
に
出
て
く
る
金
持

ち
た
ち
は
決
し
て
幸
福
で
は
な
い
。
と
な
る
と
、
金
の
有
る
無
し
の
問
題
と
自
由
と
は
切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
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彼
の
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
「
自
由
」
　
に
つ
い
て
の
解
釈
に
は
疑
問
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
広
野
で
聞
-
「
刺
し
殺
せ
!
」
と

い
う
声
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
声
に
対
し
て
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
は
こ
こ
で
、
「
S
o
i
l
i
c
h
?
M
u
B
i
c
h
?
J
と
問
う
。
こ
の
問
い
に

つ
い
て
コ
-
ベ
ル
は
こ
う
述
べ
る
。

「
こ
の
問
い
は
、
最
終
稿
(
d
i
e
v
o
r
l
a
u
f
i
g
e
 
R
e
i
n
s
c
h
r
i
f
t
)
　
に
な
っ
て
初
め
て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
こ
の
場
面
に
付
け
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
に
は
責
任
が
な
い
出
来
事
と
し
て
こ
の
殺
人
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
考
え
て
い
た
と
い
う
主
張
に

反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
の
問
い
か
け
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
す
で
に
、
出
口
が
開
い
て
い
る
自
由
な
行
為
で
あ
る
。
」

(
K
G
2
7
9
)

こ
の
論
の
進
め
方
は
、
客
観
的
で
も
な
け
れ
ば
正
確
で
も
な
い
。
声
は
、
「
す
べ
き
だ
」
　
(
s
o
l
i
e
n
)
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
m
u
s
s
e
n
)
　
と
命
じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
は
絶
望
的
に
問
い
返
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
声
は
彼
に
と
っ
て
は

絶
対
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
む
し
ろ
へ
「
必
然
」
(
d
a
s
M
u
B
)
　
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
彼
の
姿
が
こ
こ
で
リ
ア
ル
に
示
さ

れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
逆
に
'
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
に
は
選
択
の
自
由
が
あ
る
と
こ
の
場
面
の
分
析
で
断
定
し
、
「
彼

は
計
画
通
り
に
行
動
し
て
い
る
」
　
(
E
r
h
a
n
d
e
l
t
m
i
t
V
o
r
b
e
d
a
c
h
t
.
K
G
2
7
9
)
　
と
続
け
る
O
　
つ
ま
り
、
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
は
自
ら
の
自

由
意
思
に
も
と
づ
き
殺
人
を
犯
し
た
の
で
あ
り
'
作
者
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
そ
の
こ
と
を
ま
さ
に
こ
の
場
面
で
明
示
し
た
と
彼
は
論
じ
た
。

こ
の
コ
-
ベ
ル
の
論
は
、
並
み
の
頭
で
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
議
論
は
、
そ
も
そ
も
、
ヴ
ィ
ー
ゼ
の
　
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
論
二
七

へ
の
反
論
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
ヴ
ィ
-
ゼ
は
、
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
に
は
「
自
由
な
決
定
」
　
(
d
i
e
 
f
r
e
i
e
 
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
)
　
の

余
地
な
ど
な
-
、
「
必
然
な
ら
び
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
」
　
[
e
m
 
M
t
i
s
s
e
n
 
u
n
d
 
G
e
t
r
i
e
b
e
n
w
e
r
d
e
n
)
　
こ
そ
彼
の
殺
人
の
根
本
だ
と
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見
て
い
る
。
そ
こ
を
批
判
し
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
「
自
由
」
を
立
証
し
ょ
う
と
す
る
こ
の
コ
-
ベ
ル
の
論
は
'
あ
ま
り
に
裏
付
け
に
乏

し
い
。『

レ
ン
ツ
』
　
の
解
釈
で
も
コ
-
ベ
ル
は
「
自
由
」
を
問
題
に
す
る
。

こ
の
短
篇
は
「
苦
悩
」
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
こ
う
と
ら
え
た
。
こ
の
点
で
は
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
の
流
れ
を
汲
む
。

し
か
し
そ
の
論
証
の
段
に
な
る
と
'
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
と
は
か
な
り
異
な
る
。
コ
-
ベ
ル
は
、
婚
約
者
の
ミ
ン
ナ
に
対
す
る
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
I
の
関
係
と
、
フ
リ
ー
デ
リ
ー
ケ
に
対
す
る
レ
ン
ツ
の
恋
愛
を
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
対
置
し
た
。
両
作
家
が
、
と
も
に
、
愛
す
る

女
を
置
き
去
り
に
し
て
虚
無
的
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
(
K
G
1
4
9
f
.
)
c
　
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
短
篇
『
レ
ン
ツ
』
の
主

人
公
の
苦
悩
の
根
源
は
「
罪
の
意
識
」
(
d
e
r
S
c
h
u
l
d
g
e
f
u
h
l
,
K
G
1
4
2
)
　
で
あ
る
と
断
定
す
る
O
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
罪
の
意
識
」
と

い
う
の
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
意
識
し
て
苦
し
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
「
そ
う
し
た
苦
悩
を
自
ら
に
引
き
受
け
る
の
に
は
決
心
が

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
完
全
な
自
由
(
i
n
v
o
l
l
i
g
e
r
 
F
r
e
i
h
e
i
t
)
　
の
も
と
に
起
こ
る
」
(
K
G
1
5
8
)
と
な
る
.
そ
し
て
こ
こ
ま
で
論
じ
た

後
で
、
主
人
公
レ
ン
ツ
の
苦
悩
は
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
に
近
付
-
と
の
論
を
展
開
す
る
。

こ
の
諭
に
は
多
-
の
無
理
が
あ
る
。
ま
ず
、
実
在
の
レ
ン
ツ
の
恋
愛
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
恋
愛
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
も
よ
い
の
か
。

実
証
的
な
説
明
が
な
い
。
作
者
の
自
伝
と
作
品
と
を
安
易
に
つ
な
げ
こ
れ
を
解
釈
の
土
台
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
方
法
論
の
拙
さ
が
こ
こ

で
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
罪
の
意
識
」
だ
け
が
主
人
公
の
苦
し
み
の
根
源
か
ど
う
か
。
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
考
え
て
み
る
と
、

そ
れ
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
コ
ー
ベ
ル
も
ま
た
、
こ
の
短
篇
の
中
で
短
篇
の
進
行
と
と
も
に
起
き
て
い
る
出
来
事
が

見
え
て
い
な
い
。
主
人
公
の
苦
悩
は
、
こ
の
出
来
事
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
き
わ
め
て
具
体
的
な
も
の
だ
。
そ
こ
を
ま
っ
た
-
等
閑
視

し
て
い
る
の
で
、
「
罪
の
意
識
」
か
ら
来
る
主
人
公
の
苦
悩
と
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
を
重
ね
よ
う
と
す
る
彼
の
論
は
土
台
か
ら
ぐ
ら
つ
く
。

ま
た
、
「
完
全
な
自
由
」
の
問
題
も
こ
れ
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
短
篇
の
中
で
起
き
て
い
る
出
来
事
の
詳
細
を
知
れ
ば
、
主
人
公
レ
ン

ッ
が
「
完
全
に
自
由
」
な
立
場
で
自
ら
の
苦
悩
を
引
き
受
け
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
'
至
る
所
で
登
場
人
物
た
ち
の
「
自
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由
」
を
立
証
し
ょ
う
と
す
る
コ
-
ベ
ル
の
解
釈
は
、
「
必
然
」
を
あ
ら
ゆ
る
作
品
で
問
題
に
す
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
人
間
観
と
は
対
極
に

位
置
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
よ
り
も
、
コ
ー
ベ
ル
の
功
績
は
、
哲
学
史
の
中
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
位
置
付
け
た
こ
と
に
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
は
イ
デ
ア
リ
ス
ム

ス
を
完
成
さ
せ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
逆
に
こ
れ
を
疑
問
視
し
た
」
と
彼
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
へ
「
理
性
的
な
私
と
し
て
自
ら
を
理
解
し
て

い
た
人
間
が
不
可
解
な
も
の
(
d
a
s
U
n
b
e
g
r
e
i
f
l
i
c
h
e
)
　
の
限
界
に
突
き
当
た
る
こ
と
で
へ
そ
の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
が
揺
ら
い
だ
」
か
ら

で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
は
こ
の
体
験
に
も
と
づ
-
も
の
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
『
限
り
な
い
や
す
ら
ぎ
』
　
(
d
i
e
 
u
n
e
n
d
l
i
c
h
e

R
u
h
e
)
　
か
ら
彼
の
哲
学
が
遠
ざ
か
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
対
す
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
異
議
も
こ
の
シ
ェ
リ
ン
グ

の
哲
学
と
同
じ
だ
と
コ
ー
ベ
ル
は
と
ら
え
る
。
そ
の
後
で
コ
-
ベ
ル
は
こ
う
続
け
る
。

「
『
私
が
い
る
と
い
う
こ
と
』
(
D
a
s
}
i
c
h
b
i
n
《
)
は
別
の
形
を
求
め
る
o
魂
と
肉
体
'
精
神
と
自
然
、
自
由
と
依
存
と
し
て
こ
れ
ま

で
考
え
て
き
た
こ
と
が
変
わ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
基
本
姿
勢
を
攻
撃
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス

に
対
す
る
彼
の
攻
撃
が
唯
物
論
の
立
場
(
d
i
e
m
a
t
e
r
i
a
-
i
s
t
i
s
c
h
e
P
o
s
i
t
i
o
n
)
　
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
唯
物
論
の
立
場
は
デ
カ
ル
ト
の
発
端
に
は
触
れ
ず
に
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
K
G
3
2
3
)
c

要
点
は
、
「
不
可
解
な
も
の
」
に
向
き
合
っ
た
と
い
う
点
で
'
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
は
結
び
付
-
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。
「
こ
こ
に
い
る
私
」
を
理
由
付
け
保
障
す
る
も
の
な
ど
な
に
も
な
い
。
「
こ
こ
に
い
る
私
」
は
不
安
の
中
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま

で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
、
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
離
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I

の
共
通
性
を
コ
-
ベ
ル
が
指
摘
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
唯
物
論
の
立
場
」
は
、
合
理
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
点
で
基

本
的
に
は
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
系
譜
に
あ
り
、
こ
れ
の
焼
直
し
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
唯
物
論
の
立
場
」
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
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文
学
は
根
本
的
に
異
な
る
。
こ
れ
が
コ
-
ベ
ル
の
主
張
だ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
離
れ
る
理
由
を
述
べ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
近
付
け
る
。
哲

学
史
で
の
こ
の
見
取
り
図
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
の
主
人
公
の
す
べ
て
が
、
こ
の
「
不
可
解
な
も
の
」
に
突

き
当
た
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
老
婆
の
語
る
童
話
二
八
で
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
の
文
学
が
「
こ
こ
に
い

る
私
」
の
不
安
を
常
に
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
I
】

存
在
論
の
立
場
か
ら
の
研
究
の
も
う
7
人
の
代
表
が
、
ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
で
あ
る
。
コ
-
ベ
ル
と
同
様
、
彼
も

ま
た
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
文
学
作
品
の
中
で
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
「
不
可
解
な
も
の
」
を
問
題
と
す
る
。
彼
は
こ
れ
を
「
通
常
の
感
覚

で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
」
(
づ
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
z
)
と
言
い
、
一
九
七
八
年
に
発
表
し
た
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
。
人
物
・
世
界

像
・
作
品
』
二
九
で
は
こ
こ
を
中
心
に
論
を
展
開
す
る
。

彼
の
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
論
は
、
主
人
公
の
意
志
の
自
由
を
あ
る
程
度
認
め
る
と
い
う
点
で
、
コ
ー
ベ
ル
の
論
に
似
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
妙
に
異
な
る
。

そ
の
論
の
展
開
は
こ
う
で
あ
る
。
殺
人
者
を
含
め
て
人
間
は
己
れ
の
内
部
に
「
自
然
」
(
d
i
e
N
a
t
u
r
)
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
深
さ
を

測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
で
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
へ
シ
ェ
リ
ン
グ
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
-
、
パ
ス
カ
ル
の
哲
学
と
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
-
の
人
間
観
は
共
通
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
社
会
で
は
、
そ
の
不
可
解
な
も
の
を
内
に
宿
す
人
間
を
裁
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
-
る
。
殺
人
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
裁
-
立
場
に
実
際
に
立
た
さ
れ
た
人
物
と
し
て
、
W
・
H

A
・
ホ
フ
マ
ン
の
例
を
挙
げ
る
。
周
知
の
よ
う
に
へ
こ
の
作
家
は
宮
廷
顧
問
官
の
職
に
つ
き
裁
判
官
と
し
て
の
任
務
も
こ
な
し
て
い
た
。

そ
の
ホ
フ
マ
ン
の
次
の
言
葉
を
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
引
用
す
る
。
「
地
上
の
生
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
我
々
人
間
に
は
、
自
ら
の
自



41

然
の
奥
深
さ
を
測
り
知
る
力
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
(
W
G
2
7
6
)
c
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
、
法
律
的
に
も
道
徳
的
に
も
善
悪
を
定

め
、
人
に
は
自
由
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
、
や
む
を
え
ず
人
を
裁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
あ
る
。
ホ
フ
マ
ン
は
'
現
実
の
局
面

で
こ
う
し
た
立
場
に
立
た
さ
れ
人
を
裁
い
た
。
そ
の
ホ
フ
マ
ン
の
立
場
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
立
場
を
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
重
ね
合
わ
せ
、

「
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
と
し
て
'
同
情
的
な
人
間
と
し
て
、
か
つ
ま
た
厳
し
い
裁
判
官
と
し
て
」
(
a
l
s
D
e
m
i
u
r
g
,
a
l
s
m
i
t
l
e
i
d
i
g
e
r
M
e
n
s
c
h

u
n
d
s
t
r
e
n
g
e
r
R
i
c
h
t
e
r
,
W
G
2
8
0
)
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
を
創
作
し
た
の
だ
と
考
え
る
.

興
味
深
い
の
は
、
「
刺
し
殺
せ
!
」
と
い
う
声
に
つ
い
て
の
彼
の
解
釈
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
こ
う
述
べ
る
。

「
彼
(
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
)
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
復
讐
衝
動
(
d
e
r
R
a
c
h
e
t
r
i
e
b
)

に
駆
ら
れ
て
'
自
分
を
こ
こ
で
決
定
し
て
-
れ
る
宇
宙
的
な
道
徳
律
(
d
e
r
k
o
s
m
i
s
c
h
e
M
o
r
a
l
g
e
s
e
t
z
)
を
求
め
て
い
る
o
」
(
W
G
3
1
0
)

っ
ま
り
、
劇
中
の
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
に
は
、
自
分
の
行
動
を
自
分
の
意
思
の
ま
ま
に
で
き
る
自
由
が
一
部
あ
っ
た
の
だ
と
彼
は
解
釈
し
た
。

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
、
ク
ラ
ー
ル
ス
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
位
置
関
係
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

「
こ
の
声
は
、
す
で
に
固
め
ら
れ
た
殺
意
か
ら
の
も
の
だ
と
ク
ラ
ー
ル
ス
が
解
釈
し
た
点
で
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
彼
に
従
う
。
し
か

し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
'
ク
ラ
ー
ル
ス
の
よ
う
に
へ
こ
の
声
を
幻
覚
も
し
-
は
迷
信
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
と
片
付
け
る
こ
と
は
し
な
い
。

こ
の
声
は
、
大
地
の
下
か
ら
'
風
の
中
か
ら
聞
こ
え
て
-
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
内
部
に
作
用
す
る
自
然
の
声
だ
。
こ
の
自
然
は
神
と
同

l
で
は
な
く
神
と
は
対
極
に
位
置
す
る
。
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
は
そ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
勘
が
い
い
。
彼
は
復
讐
し
た
い
。
で
も
、
そ

れ
を
こ
わ
が
っ
て
も
い
る
。
自
分
の
『
内
の
』
　
:
i
n
)
衝
動
が
彼
を
不
安
に
す
る
。
そ
し
て
実
際
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
て
い
る
。
」
(
W
G
u
u
)
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作
品
論
で
詳
述
し
た
が
、
ク
ラ
ー
ル
ス
は
こ
の
声
を
犯
人
の
独
り
言
で
あ
る
と
断
定
し
、
こ
の
声
を
聞
い
た
時
点
で
す
で
に
犯
意
が
形

成
さ
れ
て
い
た
と
見
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
も
と
も
と
殺
意
が
あ
っ
た
か
ら
独
り
言
を
咳
き
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
の
声
だ
と
錯
覚
し
た
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
ク
ラ
ー
ル
ス
に
従
っ
た
　
(
!
)
　
と
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
あ
っ

さ
り
と
言
う
。
つ
ま
り
、
殺
意
を
認
め
る
と
い
う
点
で
は
、
ク
ラ
ー
ル
ス
も
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
の
解
釈
で
あ
る
。
そ
の

根
拠
は
し
か
し
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

こ
の
声
に
関
す
る
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
の
論
を
要
約
す
れ
ば
こ
う
で
あ
ろ
う
。
「
彼
(
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
)
　
は
復
讐
し
た
い
、
で
も
そ

れ
を
こ
わ
が
っ
て
も
い
る
」
(
E
r
w
i
l
l
d
i
e
R
a
c
h
e
,
d
o
c
h
e
r
s
c
h
e
u
t
s
i
e
a
u
c
h
.
)
c
　
そ
ん
な
と
き
、
自
分
を
決
定
し
て
-
れ
る
何
か
を
求

め
て
い
た
。
そ
れ
が
'
「
宇
宙
的
な
道
徳
律
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
刺
し
殺
せ
!
」
と
い
う
声
で
あ
る
。
そ
の
声
を
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス

キ
ー
は
、
「
自
然
の
声
」
(
d
i
e
S
t
i
m
m
e
d
e
r
N
a
t
u
r
)
と
言
い
、
「
こ
の
自
然
は
神
と
同
一
で
は
な
-
、
神
と
は
対
極
に
位
置
す
る
」

(
D
i
e
s
e
N
a
t
u
r
i
s
t
n
i
c
h
t
m
i
t
G
o
t
t
i
d
e
n
t
i
s
c
h
,
s
o
n
d
e
r
n
d
e
r
G
e
g
e
n
p
o
l
z
u
i
h
m
.
)
と
断
言
す
る
。
何
と
い
う
論
理
の
展
開
で
あ
ろ

う
。
「
宇
宙
的
な
道
徳
律
」
、
も
し
-
は
'
「
こ
の
自
然
は
神
と
同
一
で
は
な
-
、
神
と
は
対
極
に
位
置
す
る
」
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
自

然
」
が
ど
う
い
う
も
の
か
、
そ
れ
を
彼
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
な
い
。

問
題
は
し
か
し
'
そ
う
い
っ
た
思
弁
的
な
言
葉
よ
り
も
、
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
に
は
も
と
も
と
殺
意
が
あ
っ
た
と
彼
が
解
釈
し
た
点
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
裁
判
と
直
結
す
る
。
殺
意
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
犯
人
の
意
志
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
犯

罪
責
任
能
力
が
有
る
と
の
結
論
に
達
す
る
。
現
実
の
裁
判
で
は
、
常
に
、
殺
意
は
犯
罪
責
任
能
力
の
問
題
と
結
び
付
い
て
い
る
。
だ
か
ら
ヘ

ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
の
解
釈
を
現
実
の
裁
判
に
適
応
す
れ
ば
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
犯
罪
責
任
能
力
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
で

は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
ク
ラ
ー
ル
ス
に
同
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
の
裁
判
に
対
す
る
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
I
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
考
慮
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
そ
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
位
置
に
つ
い
て
は
へ
第
四
部
「
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
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ク
』
　
と
　
『
レ
ン
ツ
』
　
の
社
会
的
背
景
」
　
で
詳
述
す
る
。

コ
-
ベ
ル
に
し
ろ
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
に
し
ろ
'
声
の
解
釈
に
は
い
-
つ
か
の
疑
問
が
あ
る
。
彼
ら
の
論
は
こ
れ
を
説
明
し
き
れ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
'
彼
ら
は
と
も
か
-
こ
の
声
に
正
面
か
ら
向
き
合
お
う
と
し
た
。
こ
の
点
で
は
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
社

会
史
的
立
場
に
立
つ
研
究
者
た
ち
は
こ
の
間
題
を
見
事
に
素
通
り
し
て
き
た
か
ら
だ
。
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
が
こ
の
声
を
聞
く
原
因
は
「
社

会
的
状
況
」
　
の
せ
い
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
説
明
に
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
声
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
刺
し
殺
せ
!
」
と
い
う
声
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
が
'
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
書
で
も
'
一
八
二
四
年
の
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
の
裁
判
で
も
、
最
も
主
要
な
問
題
と
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
へ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
戯
曲
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
の
中
に
こ
の
声
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
立
場
に

立
と
う
が
'
こ
の
声
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
　
『
レ
ン
ツ
』
を
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
ど
う
解
釈
し
た
の
か
。

苦
悩
を
通
し
て
神
に
至
る
。
こ
れ
が
中
心
的
な
テ
ー
マ
だ
と
彼
は
見
て
、
主
人
公
レ
ン
ツ
と
キ
リ
ス
ト
を
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
。
こ

の
点
で
は
、
「
宗
教
的
な
」
(
r
e
l
i
g
i
o
s
)
観
点
か
ら
『
レ
ン
ツ
』
を
読
み
解
-
論
の
代
表
と
言
え
る
o
し
か
し
'
本
研
究
と
の
関
連
で
は
、

「
通
常
の
感
覚
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
」
に
彼
が
注
目
し
た
こ
と
が
興
味
深
い
0

芸
術
論
の
中
で
エ
マ
オ
の
キ
リ
ス
ト
の
給
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
に
使
わ
れ
た
「
何
か
不
可
解
な
も
の
」
(
e
t
w
a
s
U
n
b
e
g
r
e
〒

】
i
c
h
e
s
)
、
墓
地
の
壁
か
ら
白
い
服
を
き
て
母
が
出
て
き
た
と
い
う
夢
、
自
分
の
父
が
死
ぬ
直
前
に
野
原
で
声
を
聞
い
た
と
い
う
オ
ー
ベ

ル
リ
ン
の
話
、
さ
ら
に
は
「
謎
の
文
字
」
(
H
i
e
r
o
g
-
y
p
h
e
n
)
c
　
こ
う
し
た
「
通
常
の
感
覚
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
」
が
『
レ
ン
ツ
』

の
至
る
と
こ
ろ
に
出
て
-
る
。
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
こ
れ
ら
に
目
を
留
め
た
。
そ
し
て
、
こ
う
論
を
進
め
る
。
「
作
品
の
至
る
と
こ
ろ
、

さ
ま
ざ
ま
な
l
ニ
ア
ン
ス
で
、
不
気
味
に
、
そ
し
て
親
し
げ
に
、
何
か
　
(
e
t
w
a
s
)
が
人
に
近
寄
り
'
人
に
触
れ
、
人
に
語
り
か
け
る
と
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い
う
こ
と
が
起
こ
る
」
(
W
G
3
4
8
)
c
こ
れ
ら
は
、
実
在
の
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
感
じ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
,
実
在
の
レ
ン
ツ
も

ま
た
感
じ
て
い
た
。
「
謎
の
文
字
」
で
フ
リ
ー
デ
リ
ー
ケ
の
死
を
確
信
し
た
と
い
う
話
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
要
す
る
に
,
ヴ
ィ
ト
コ
フ

ス
キ
ー
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
事
物
の
背
後
に
あ
る
領
域
が
壁
を
通
り
抜
け
て
日
常
の
中
へ
と
侵
入
し
て
来
る
」
(
W
G
3
4
8
)
の
を
、
こ

の
二
人
の
実
在
の
人
物
は
体
験
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
通
常
の
感
覚
で
知
覚
で
き
る
も
の
と
通
常
の
感
覚
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
」

(
I
m
m
a
n
e
n
z
u
n
d
T
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
z
)
の
双
方
の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
こ
の
二
人
の
人
物
は
生
き
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ

た
彼
ら
二
人
の
言
葉
が
、
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
手
記
に
も
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
鑑
定
書
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
を
念
頭
に
置
い
て
の

こ
と
だ
ろ
う
、
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。

「
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
レ
ン
ツ
の
報
告
書
は
'
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、
逆
に
、
ク
ラ
ー
ル
ス

の
鑑
定
書
が
『
レ
ン
ツ
』
の
狂
気
と
通
常
の
感
覚
を
超
え
た
感
じ
方
と
の
関
係
(
d
e
r
Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
z
w
i
s
c
h
e
n
W
a
h
n
s
i
n
n
u
n
d

t
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
t
a
l
e
r
S
e
n
s
i
b
i
l
i
t
a
t
)
　
に
影
響
を
与
え
た
」
(
W
G
3
4
8
)
C

°

°

°

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

t

°

°

°

こ
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
狂
気
と
通
常
の
感
覚
を
超
え
た
感
じ
方
と
の
関
係
」
と
い
う
接
点
で
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ

ク
』
の
素
材
と
な
っ
た
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
書
と
'
『
レ
ン
ツ
』
の
素
材
に
な
っ
た
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
手
記
と
が
共
通
し
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
ー
ル
ス
の
鑑
定
書
が
『
レ
ン
ツ
』
に
、
逆
に
,
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
手
記
が
ヲ
ォ
イ
ツ
エ
ツ

ク
』
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
の
説
で
あ
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
,
こ
れ
以
降
に
も
、
調
べ
た
か
ぎ
り

で
は
見
当
ら
な
い
。

実
在
の
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
と
実
在
の
レ
ン
ツ
は
、
階
級
が
あ
ま
り
に
異
な
り
,
教
養
の
程
度
も
違
う
。
従
来
の
論
は
あ
ま
り
に
も
強
く

そ
こ
に
こ
だ
わ
り
、
こ
の
二
人
の
人
物
の
共
通
性
な
ど
に
は
ま
っ
た
-
気
付
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ
イ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
は
両
者
に
共
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挙
る
も
の
を
嘆
ぎ
付
け
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
接
点
を
、
「
通
常
の
感
覚
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
」
に
絞
り
込
ん
で
い
る
。
た
だ
残

念
な
こ
と
に
、
右
に
引
用
し
た
以
上
の
こ
と
は
具
体
的
に
彼
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
指
摘
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ヴ
イ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
の
論
は
刺
激
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
広
野
で
聞
い
た
声
を
解
釈
す
る
際
に
「
宇
宙
的

な
道
徳
律
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
た
よ
う
に
、
思
弁
的
な
方
向
に
向
か
う
傾
向
が
強
い
。
こ
の
声
は
、
し
か
し
文
学
的
な
作
。
も
の

で
は
な
い
。
実
在
の
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
現
実
に
聞
い
た
声
だ
.
そ
れ
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
そ
の
ま
ま
作
品
の
中
に
腎
入
れ
た
.
そ
こ

に
は
、
作
者
の
思
弁
的
な
解
釈
な
ど
7
5
:
な
い
O
現
実
を
写
す
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
し
た
こ
と
は
こ
れ
だ
け
だ
.
し
か
も
,
こ
の
声
こ
そ

ま
さ
に
へ
ヴ
イ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
が
言
う
「
通
常
の
感
覚
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
謎
の
文
字
」
に
よ
っ

て
恋
人
の
死
を
確
信
し
て
し
ま
っ
た
実
在
の
レ
ン
ツ
の
感
じ
方
と
共
通
す
る
。
問
題
は
,
そ
の
感
じ
方
で
あ
る
。
こ
こ
に
徹
底
的
に
注
目

す
れ
ば
'
ヲ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
と
『
レ
ン
ツ
』
を
結
ぶ
紐
帯
が
鮮
明
に
見
え
て
-
る
O
つ
ま
り
,
彼
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
論
は
,
従
来
に

は
な
い
ま
っ
た
-
新
し
い
解
釈
を
切
り
開
-
出
口
ま
で
き
て
い
た
。

【
再
び
ポ
ッ
シ
ュ
マ
ン
】

こ
の
章
の
最
後
に
、
再
び
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
に
触
れ
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
。
先
に
紹
介
し
た
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
諭
で
は
,
「
唯
物

論
的
視
点
」
か
ら
見
た
「
社
会
的
な
状
況
」
を
彼
は
強
調
し
た
。
そ
の
彼
が
,
第
二
回
国
際
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
(
貢
八

七
年
)
で
'
新
し
い
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
-
『
「
あ
れ
が
誰
か
読
め
な
い
も
の
か
」
-
イ
ツ
エ
ツ
ク
》
に
お
け
る
自
然
の
記
号
の

嘉
に
つ
い
て
』
(
完
九
〇
年
)
三
〇
を
発
表
す
る
。
こ
の
論
は
、
劇
中
の
「
記
号
」
(
Z
e
i
c
h
e
n
)
に
注
目
し
た
点
で
非
常
に
興
味
深
い
.

「
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
の
各
場
面
の
記
号
構
造
を
分
析
す
る
と
,
そ
の
固
有
の
言
語
形
態
を
超
え
て
、
原
始
的
で
ノ
ン
・
ヴ
ァ
-
バ

ル
な
意
志
疎
通
の
手
段
や
定
位
付
け
の
手
段
か
ら
な
る
、
ま
だ
あ
ま
。
に
も
注
目
さ
れ
て
い
な
い
=
の
層
に
達
す
る
o
」
(
P
S
4
4
1
)
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あ
の
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
が
い
き
な
り
こ
う
始
め
た
。
そ
の
分
析
は
具
体
的
で
あ
る
。

「
第
丁
場
か
ら
、
自
分
が
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
不
可
解
な
も
の
(
d
a
s
U
n
f
a
B
b
a
r
e
)
に
つ
い
て
の
説
明
を
緊
張
し
な
が
ら

彼
(
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
)
が
求
め
て
い
る
姿
が
目
に
付
-
。
彼
は
'
神
秘
的
な
記
号
に
気
付
き
、
そ
れ
ら
の
推
定
的
な
確
定
で
き
な
い
意

味
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
考
え
へ
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
を
投
影
す
る
物
音
に
聞
き
耳
を
立
て
、
最
後
に
は
致
命
的
な
決
定
と
な
る
さ
ま

ざ
ま
な
声
を
聞
-
。
」
　
(
P
S
4
4
2
)

簡
単
に
言
え
ば
'
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
現
象
を
記
号
と
し
て
見
て
い
る
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ツ
タ
の
姿
に
目
を
留
め
る
と
'
「
ま
だ
あ
ま
り
に
も

注
目
さ
れ
て
い
な
い
〓
l
ノ
の
層
」
が
見
え
始
め
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
層
は
、
「
原
始
的
で
ノ
ン
・
ヴ
ァ
-
バ
ル
な
」
　
(
e
】
e
-

m
e
n
t
a
r
 
u
n
d
 
n
i
c
h
t
v
e
r
b
e
r
)
領
域
で
'
「
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
だ
け
が
こ
れ
ら
の
記
号
の
す
べ
て
に
対
し
て
そ
れ
を
見
る
目
を
持
ち
聞
く

耳
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
」
(
P
S
4
4
3
)
と
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
述
べ
る
。
唯
物
論
的
視
点
を
あ
れ
ほ
ど
に
強
調
し
た
あ
の
ボ
ッ
シ
ュ

マ
ン
が
t
　
で
あ
る
。

こ
の
着
眼
は
、
「
通
常
の
感
覚
で
は
知
覚
で
き
な
い
も
の
」
(
T
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
z
)
に
つ
い
て
考
察
し
た
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
の
論
と
つ

な
が
る
。
ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
が
切
り
開
い
た
出
口
の
奥
を
、
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
一
歩
進
ん
だ
。

ヴ
ィ
ト
コ
フ
ス
キ
ー
や
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
原
始
的
な
成
莞
」

(
d
e
r
e
l
e
m
e
n
t
a
r
i
s
c
h
e
S
i
n
n
)
の
み
で
感
じ
ら
れ
る
領
域
の
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
、
通
常
の
五
感
を
超
え
た
感
覚
で

感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
-
別
の
立
場
に
い
た
二
人
の
研
究
者
が
、
こ
こ
で
ク
ロ
ス
す
る
。

さ
ら
に
'
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
は
こ
の
論
で
、
ヲ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
の
筋
の
構
成
に
つ
い
て
も
関
心
を
示
す
。
こ
の
劇
の
冒
頭
の
場
面
に



注
意
す
る
と
へ
　
こ
の
場
面
が
劇
全
体
を
支
配
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
彼
は
考
え
る
。

「
口
旦
只
の
場
面
は
、
何
か
に
聞
き
耳
を
た
て
何
か
に
目
を
凝
ら
す
よ
う
に
促
す
と
い
う
そ
の
濃
密
な
衝
撃
的
な
結
果
と
と
も
に
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
の
受
け
入
れ
に
違
合
し
た
受
け
と
め
方
を
前
も
っ
て
配
置
し
て
お
-
と
い
う
ね
ら
い
も
か
な
り
あ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
」

(

【

・

S

-

M

f

j

)

っ
ま
り
'
こ
の
劇
は
通
常
の
劇
と
は
進
行
の
具
合
が
違
う
と
い
う
こ
と
が
冒
頭
の
場
面
で
あ
ら
か
じ
め
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い

ぅ
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
'
「
閃
か
れ
た
」
(
o
f
f
c
n
)
劇
で
の
い
わ
ゆ
る
「
星
位
」
(
e
i
n
e
K
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
)
　
の
冒
頭
の
提
示
と
も
異
な

る
も
の
だ
と
彼
は
言
う
.
そ
し
て
こ
の
後
の
論
の
展
開
で
、
「
も
っ
と
!
　
も
っ
と
!
」
と
か
「
刺
せ
'
刺
し
殺
せ
」
と
い
う
言
葉
の
リ

ズ
ム
や
さ
ま
ざ
ま
な
記
号
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ヲ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
全
体
の
各
場
面
の
つ
な
が
り
を
彼
は
探
し
求
め
る
(
4
4
4
-
4
5
1
)
c

そ
の
主
張
は
'
こ
れ
ま
で
「
閃
か
れ
た
」
劇
の
典
型
で
あ
る
と
誰
も
が
認
め
て
い
た
定
説
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
も
の
と
な
り
得
る
.

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
証
は
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
各
場
面
が
関
連
し
直
線
的
に
発
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
お
ぼ
ろ
げ
に
示
そ
う
と
す
る
も
の
の
、
あ
-
ま
で
部
分
的
な
つ
な
が
り
の
み
で
、
冒
頭
の
場
面
か
ら
最
後
の
場
面
ま
で
一
本
の
太
い
筋

が
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
証
明
し
切
れ
て
は
い
な
い
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
通
常
の
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
、
そ
れ
と
は
別
の
感
覚
で
察
知
す
る
も
の
と
を
鮮
明
に
区
別
し
な
か
っ

た
こ
と
に
あ
る
と
思
え
る
。
た
と
え
ば
、
マ
リ
ー
の
姦
通
を
主
人
公
が
察
知
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
そ
の
う
え
、
一
番
信
頼
し
て
い
る
女

l
　
で
あ
る
マ
リ
I
が
慧
し
-
な
っ
た
と
き
、
自
分
の
疑
い
の
確
証
を
は
っ
き
。
と
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
わ
か
。
や
す
い
記
号
を
彼
は
捜

4
7
　
し
て
い
る
」
(
P
S
4
4
2
)
c
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
論
に
問
題
は
な
い
.
こ
の
場
面
で
は
'
本
能
的
に
強
-
感
じ
て
い

r
　
る
の
に
'
そ
の
確
証
が
目
で
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
主
人
公
の
苛
立
ち
が
確
か
に
強
-
出
て
い
る
(
I
c
h
 
s
e
h
 
n
i
c
h
t
s
,
i
c
h
 
s
e
h



SB

n
i
c
h
t
s
.
)
c
 
L
か
し
こ
れ
は
ま
さ
に
、
五
感
で
感
じ
る
も
の
と
「
原
始
的
な
感
覚
」
で
感
じ
る
も
の
と
の
隔
た
り
を
表
す
も
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
後
者
の
方
で
よ
り
多
-
主
人
公
が
も
の
を
感
じ
も
の
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
,

表
に
出
て
く
る
記
号
だ
け
で
は
つ
な
が
り
は
見
え
て
こ
な
い
。
む
し
ろ
'
目
に
は
見
え
な
い
も
の
を
直
感
し
て
し
ま
う
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク

固
有
の
「
原
始
的
な
」
(
e
l
e
m
e
n
t
a
r
i
s
c
h
)
感
じ
方
に
目
を
向
け
な
い
か
ぎ
り
、
前
後
の
つ
な
が
り
は
見
え
て
こ
な
い
。

主
人
公
の
そ
の
「
原
始
的
な
感
覚
」
を
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
の
こ
の
場
面
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
こ

ぅ
し
た
感
じ
方
の
み
に
関
心
を
向
け
こ
れ
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
拾
い
上
げ
て
い
-
と
'
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
言
う
「
ま
だ
あ
ま
り
に
も
注
目
さ

れ
て
い
な
い
一
つ
の
層
」
が
鮮
明
に
見
え
始
め
へ
同
時
に
,
場
面
と
場
面
の
緊
密
な
関
連
が
見
え
て
-
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
作
品

論
で
逐
一
明
ら
か
に
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
『
レ
ン
ツ
』
で
問
題
に
し
た
「
原
始
的
な
感
覚
」
を
重
要
視
す
る
研
究
が
出
始
め
て
い
る
。
こ

れ
は
、
確
か
に
、
注
目
す
べ
き
新
し
い
傾
向
だ
と
思
え
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
は
こ
こ
を
す
で
に
十
分
に
強
調
し
て
い
た
。
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四
、
そ
の
他
の
流
派

ル
カ
-
チ
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
争
、
社
会
史
的
立
場
か
ら
の
研
究
へ
存
在
論
的
立
場
か
ら
の
研
究
と
い
う
分
類
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の

研
究
史
を
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
。
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
流
れ
と
は
別
の
研
究
も
当
然
あ
り
、
そ
の
分
野
は
多
岐
に
わ
た
る
。
そ
の
中

か
ら
'
こ
こ
で
は
、
本
研
究
と
関
係
の
あ
る
も
の
を
い
-
つ
か
拾
い
上
げ
て
み
た
い
。

【
グ
ン
ド
ル
フ
】

筆
頭
に
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
グ
ン
ド
ル
フ
の
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
』
　
(
1
九
三
〇
年
)
1
1
1
1
だ
ろ
う
O
こ
の
論
が
発
表
さ
れ
た

の
は
ヘ
　
ル
カ
ー
チ
と
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
争
以
前
で
あ
る
。
彼
は
、
ゲ
ー
テ
の
『
ヴ
エ
ル
テ
ル
』
や
『
ゲ
ッ
ツ
』
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作

品
と
の
関
連
に
注
目
し
、
後
者
の
文
学
の
基
本
は
、
主
人
公
の
瞬
間
瞬
間
の
「
気
持
ち
」
(
d
i
e
S
t
i
m
m
u
n
g
)
を
生
き
た
ま
ま
作
品
の
中

に
取
り
入
れ
た
こ
と
だ
と
解
釈
し
た
。
こ
の
解
釈
が
後
に
、
ヴ
ィ
-
ゼ
'
バ
ウ
マ
ン
'
タ
ロ
ッ
ツ
三
二
ら
に
受
け
継
が
れ
発
展
す
る
。
こ

の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
作
品
静
で
詳
し
く
扱
っ
た
。

【
ヒ
ン
ド
ラ
ー
】

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
の
注
釈
軍
二
三
の
著
者
と
し
て
名
高
い
ヒ
ン
ド
ラ
ー
の
研
究
に
つ
い
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
『
(
被
創

造
物
の
こ
の
し
っ
ぽ
の
部
分
)
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
《
ダ
ン
ト
ン
の
死
》
と
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ラ
の
《
夜
警
》
』
(
一
九
八
二
年
)
三
四
と
題
さ

れ
た
論
文
に
、
彼
の
研
究
の
特
徴
が
よ
-
で
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
題
名
が
示
す
通
り
へ
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
と
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ウ
ラ
の
『
夜
警
』
　
(
一
八
〇
四
年
)
三
五
と
を
比
較
し
た
論
で
あ

る
。
す
べ
て
の
「
理
念
」
(
I
d
e
e
)
を
「
茶
化
し
」
(
p
a
r
o
d
i
e
r
e
n
)
、
こ
の
世
は
虚
無
だ
と
い
う
こ
と
を
暴
-
。
ヒ
ン
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
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こ
れ
が
『
夜
警
』
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
だ
と
い
う
(
H
S
3
2
3
f
f
.
)
c
そ
し
て
'
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連

を
具
体
的
に
明
示
し
て
'
主
題
の
面
で
も
文
体
の
面
で
も
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
『
夜
警
』
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
実
証
し
ょ

う
と
す
る
の
が
こ
の
論
文
の
意
図
で
あ
る
。

こ
の
論
を
読
み
進
め
て
い
-
と
'
確
か
に
、
『
夜
警
』
と
い
う
作
者
不
詳
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
が
わ
か
り
、
こ
の
作
品
と
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
I
の
文
学
と
の
関
連
が
見
え
て
-
る
o
「
人
生
と
は
虚
無
に
か
ぶ
せ
た
殻
の
衣
裳
(
d
a
s
S
c
h
e
l
l
e
n
k
l
e
i
d
)
に
す
ぎ
な
い
」
(
B
N
7
5
)
'

「
何
も
か
も
が
役
柄
(
d
i
e
R
o
l
l
e
)
で
あ
る
。
役
柄
そ
れ
自
体
と
そ
の
役
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
役
者
。
そ
し
て
そ
の
役
者
の
中
に
は
ま
た

ぞ
ろ
へ
そ
れ
な
り
の
考
え
や
計
画
や
感
激
や
茶
番
が
お
さ
ま
っ
て
い
る
」
(
B
N
l
1
9
)
c
　
『
夜
警
』
の
中
の
こ
れ
ら
の
言
葉
が
意
味
す
る
も

の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
'
人
生
と
は
す
べ
て
役
柄
で
あ
り
、
人
間
は
「
衣
裳
を
ま
と
っ
た
自
我
」
(
d
a
s
g
e
k
l
e
i
d
e
t
e
l
c
h
)
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
「
仮
面
」
(
d
i
e
L
a
r
v
e
)
を
剥
脱
し
て
し
ま
え
ば
「
何
も
な
い
」
(
N
i
c
h
t
s
)
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
人
間
観
や
世
界

観
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
と
の
接
点
に
な
る
と
ヒ
ン
ド
ラ
ー
は
考
え
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
こ
う
述
べ
る
。

「
人
間
た
ち
は
実
際
の
と
こ
ろ
外
的
な
条
件
と
内
的
な
条
件
の
犠
牲
者
で
あ
る
。
社
会
的
に
下
層
に
い
る
登
場
人
物
た
ち
を
除
け
ば
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
人
物
た
ち
は
(
短
篇
『
レ
ン
ツ
』
は
除
-
)
職
業
上
の
役
割
(
た
と
え
ば
、
大
尉
、
ド
ク
タ
ー
、
王
へ
王
子
、

家
庭
教
師
へ
郡
長
、
校
長
な
ど
の
よ
う
に
)
も
し
-
は
歴
史
上
の
役
割
(
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
、
ダ
ン
ト
ン
、
カ
ミ
ー
ユ
、
エ
ロ
ー
な
ど
)

の
中
で
生
き
て
い
る
だ
け
で
あ
る
.
」
　
(
H
S
3
4
0
f
.
)

そ
し
て
へ
「
苦
痛
」
(
d
e
r
S
c
h
m
e
r
z
)
　
の
み
が
そ
う
し
た
人
間
た
ち
を
役
柄
か
ら
個
に
　
p
e
r
s
o
n
a
か
ら
P
e
r
s
o
n
へ
)
帰
す
。
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
の
文
学
は
、
結
局
、
こ
の
苦
痛
と
苦
悩
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ラ
の
『
夜
警
』
と
主
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題
の
面
で
重
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
テ
ー
マ
を
描
-
際
に
'
パ
ロ
デ
ィ
化
や
職
名
だ
け
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
手
法
の
点
で
、
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
-
は
『
夜
警
』
か
ら
様
々
な
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
ヒ
ン
ド
ラ
ー
の
論
の
基
本
で
あ
る
。

こ
の
論
は
非
常
に
興
味
深
い
。
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
作
者
不
詳
の
作
品
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
を
、
主
題
や

文
体
の
面
で
関
連
付
け
る
。
「
人
生
と
は
虚
無
に
か
ぶ
せ
た
殻
の
衣
裳
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
『
夜
警
』
に
出
て
く
る
言
葉
は
、
オ
ー
ベ

ル
リ
ン
に
退
屈
を
嘆
-
と
き
の
レ
ン
ツ
の
言
葉
と
重
な
る
L
へ
「
何
も
か
も
が
役
柄
で
あ
る
」
と
の
考
え
は
、
即
、
レ
オ
ン
ス
や
ヴ
ァ
レ
-

リ
オ
の
主
張
と
通
じ
る
。
さ
ら
に
'
ベ
ー
タ
ー
王
や
大
尉
や
ド
ク
タ
ー
を
描
-
と
き
の
手
法
は
、
い
ず
れ
も
、
自
分
が
何
か
で
あ
る
と
滑

稽
な
ま
で
に
信
じ
切
っ
て
い
る
人
間
の
軽
薄
さ
を
浮
き
立
た
せ
る
た
め
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
の
手
法
と
言
え
る
。

ヒ
ン
ド
ラ
ー
の
こ
の
研
究
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
研
究
史
上
で
は
無
視
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
へ
こ
の
研
究

を
受
け
継
ぎ
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
論
は
調
べ
た
か
ぎ
り
で
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。

【
テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
】

そ
れ
と
も
う
一
つ
特
に
注
目
し
た
い
の
が
、
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
の
『
レ
ン
ツ
』
論
(
『
《
レ
ン
ツ
》
を
読
み
な
が
ら
』
へ

一
九
八
三
年
)
三
六
で
あ
る
。

「
s
o
」
、
「
e
s
」
、
「
u
n
d
」
、
「
w
e
n
n
」
と
い
っ
た
単
語
の
頻
繁
な
繰
り
返
し
、
名
詞
形
の
連
続
へ
メ
ル
ヒ
エ
ン
の
語
り
と
の
共
通
性
な
ど
'

作
品
の
中
に
出
て
-
る
言
葉
の
特
徴
に
目
を
向
け
、
言
葉
だ
け
か
ら
『
レ
ン
ツ
』
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
そ
の
方
法
は
'
副
文
と
主
文

の
対
比
'
感
嘆
符
や
疑
問
符
、
語
り
の
視
点
の
変
化
な
ど
様
々
に
広
が
る
。

た
と
え
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
主
人
公
レ
ン
ツ
の
心
が
穏
や
か
な
と
き
に
は
文
体
は
ノ
ー
マ
ル
な
ス
タ
イ
ル
で
書
き
進
め
ら
れ
、
逆
に
も

不
安
や
危
機
感
が
募
る
と
き
は
「
構
文
上
の
混
乱
」
(
S
y
n
t
a
k
t
i
s
c
h
e
Z
e
r
r
t
i
t
t
u
n
g
)
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
'
文
体
と
内
容
と
の

関
連
に
常
に
注
意
を
払
う
　
(
T
L
6
4
)
C
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「
e
s
」
の
解
釈
も
そ
う
だ
ろ
う
。
「
e
S
」
の
出
て
-
る
箇
所
を
充
分
に
拾
い
あ
げ
た
後
で
、
こ
う
述
べ
る
。

「
至
る
と
こ
ろ
で
こ
の
『
e
s
』
は
主
人
公
の
内
面
に
そ
の
場
を
占
め
、
そ
の
内
面
か
ら
主
人
公
を
せ
き
立
て
駆
り
立
て
る
衝
動
的
で
破

壊
的
な
力
を
表
し
て
い
る
。
」
　
(
T
L
5
2
)

こ
れ
ら
は
、
言
語
学
的
な
側
面
か
ら
論
を
進
め
内
容
的
な
解
釈
へ
と
向
か
う
典
型
的
な
例
だ
ろ
う
。

実
証
的
と
い
う
と
き
へ
と
か
-
、
資
料
の
裏
付
け
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
は
、
次
の
章
で
扱
う
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ヒ
ア
エ
ル
・

マ
イ
ア
I
が
最
も
強
調
す
る
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
に
即
し
、
言
葉
か
ら
裏
付
け
を
取

る
こ
と
も
す
ぐ
れ
て
実
証
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
点
で
、
彼
の
こ
の
研
究
は
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。

【
シ
ャ
オ
ブ
】

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
と
、
テ
ィ
ー
ベ
ル
ガ
ー
の
よ
う
に
言
語
学
的
な
側
面
か
ら
研
究
す
る
と
い
う
分
野
が
か
な
り

貧
弱
な
こ
と
に
気
づ
-
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
文
体
に
つ
い
て
部
分
的
に
論
じ
た
も
の
は
い
-
つ
か
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
論
の
基
調
と
な
る
研
究
は
少
な
い
。

た
と
え
ば
へ
ゲ
ル
バ
ル
ト
・
シ
ャ
オ
ブ
の
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
詩
人
。
一
つ
の
研
究
観
点
≒
七
で
あ
る
。

こ
の
研
究
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
学
生
時
代
の
文
章
と
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
と
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
と
の
間
に
'
文
体
面
で
の
共
通
性

が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
の
中
で
、
「
群
集
(
d
i
e
M
a
s
s
e
)
　
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
し

か
社
会
を
変
え
な
い
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
手
紙
で
書
い
て
い
る
の
に
、
三
八
な
ぜ
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
を
書
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を

扱
い
、
結
局
そ
れ
は
'
「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
手
段
と
持
ち
前
の
雄
弁
を
駆
使
し
て
」
、
「
語
り
か
け
ら
れ
る
受
手
の
意
識
」
に
働
き
か
け
る
た
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め
で
あ
り
、
実
際
に
変
革
を
目
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
続
け
る
　
(
1
7
6
f
.
)
c
　
そ
の
論
の
展
開
に
は
い
-
つ
も
の
飛
躍
が
あ
る
。
1

つ
ひ
と
つ
の
言
葉
か
ら
裏
付
け
を
と
っ
て
論
を
進
め
、
そ
の
結
果
、
大
き
な
結
論
に
達
す
る
と
い
う
過
程
が
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

言
葉
お
よ
び
文
体
の
研
究
は
今
後
多
い
に
必
要
と
さ
れ
る
分
野
で
あ
ろ
う
。

【
ア
ー
レ
ン
ト
】

そ
の
他
へ
比
較
的
新
し
い
　
『
レ
ン
ツ
』
の
研
究
で
目
に
付
-
1
つ
の
傾
向
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
て
お
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
理
想
主
義
の
時
代
(
d
i
e
i
d
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
P
e
r
i
o
d
e
)
　
が
当
時
始
ま
っ
て
い
た
」
　
(
G
L
1
4
)
　
と
い
う
テ
ク
ス
ト

の
一
文
を
切
り
口
に
'
こ
こ
か
ら
短
篇
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

デ
ィ
-
タ
-
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
'
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
。
ヤ
ー
コ
プ
・
ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
・
レ
ン
ツ
に
つ
い
て
。

も
し
-
は
、
(
理
想
主
義
の
時
代
が
当
時
始
ま
っ
て
い
た
)
』
　
(
一
九
九
〇
年
)
三
九
と
題
し
た
論
文
で
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ
た
イ
デ
ア
リ

ス
ム
ス
に
対
す
る
批
判
が
こ
の
短
篇
の
眼
目
だ
と
の
論
を
展
開
す
る
。

彼
は
ま
ず
、
「
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
で
病
む
レ
ン
ツ
の
病
を
'
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
の
病
と
し
て
、
全
時
代
の
病
と
し
て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は

診
断
し
た
」
　
(
A
G
3
2
9
)
　
と
見
る
。
そ
の
根
拠
は
こ
う
で
あ
る
0

「
彼
の
狂
気
は
、
現
実
を
超
え
現
実
を
去
り
無
の
中
に
消
滅
す
る
半
ば
宗
教
的
な
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
の
潜
在
的
な
病
で
あ
る
。
(
精
神

分
裂
病
)
の
概
念
に
こ
の
現
象
を
当
て
は
め
る
に
し
て
も
'
以
下
の
こ
と
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
、
お
よ
び
'
精
神
と
現
実
と
の
間
の
分
裂
が
病
理
学
的
に
急
性
の
も
の
と
な
り
、
両
極
端
が
そ
れ
ぞ

れ
独
立
し
て
し
ま
い
、
人
間
の
統
1
が
'
つ
ま
り
'
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
崩
壊
し
た
の
だ
'
と
0
」
(
A
G
3
2
8
)
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要
す
る
に
、
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
が
諸
悪
の
根
源
で
'
こ
れ
が
現
実
と
9
分
裂
を
生
み
へ
レ
ン
ツ
を
病
に
追
い
込
ん
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
を
ア
-
レ
ン
ト
は
こ
う
規
定
す
る
。

「
〈
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
の
時
代
)
で
の
支
配
的
な
精
神
は
'
同
時
に
、
時
代
を
支
配
す
る
精
神
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
活
に
苦
し
ん

で
い
る
貧
し
い
民
や
市
民
の
心
を
、
よ
り
高
い
心
へ
、
知
覚
で
き
る
範
囲
を
超
え
た
一
つ
の
理
念
へ
、
知
覚
で
き
る
範
囲
を
超
え
た
一
つ

の
理
想
へ
、
慰
め
に
満
ち
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
で
も
あ
る
が
現
実
に
は
な
り
得
な
い
一
つ
の
理
想
の
国
へ
'
崇
高
な
三
の
宗
教
と
理
想
的
な

1
　
つ
の
神
へ
と
導
-
。
」
　
(
A
G
3
2
8
)

な
ん
の
こ
と
は
な
い
。
こ
の
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
と
い
う
の
は
'
現
実
の
社
会
問
題
の
矛
盾
か
ら
人
の
目
を
そ
ら
せ
よ
う
と
す
る
支
配
者

た
ち
の
ま
や
か
し
の
思
想
で
あ
り
、
レ
ン
ツ
も
そ
の
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
へ
ル
カ
ー
チ
の
系
列
に
属
す
る

研
究
と
本
質
的
に
変
わ
ら
な
い
。

【
ピ
ル
ガ
ー
】

ァ
-
レ
ン
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ピ
ル
ガ
I
も
ま
た
「
理
想
主
義
の
時
代
が
当
時
始
ま
っ
て
い
た
」
と
い
う
7
文
に
注

目
し
'
こ
こ
か
ら
論
を
進
め
る
。

『
諸
々
の
帰
結
と
し
て
の
(
理
想
主
義
の
時
代
)
。
短
篇
《
レ
ン
ツ
》
に
お
け
る
理
想
主
義
に
つ
い
て
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
批
判
的
叙

述
』
二
九
九
五
年
)
四
。
と
い
う
論
文
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
観
念
論
と
『
レ
ン
ツ
』
と
の
関
係
を
調
べ
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
イ
デ
ア
リ
ス

ム
ス
を
批
判
的
に
受
容
し
た
と
ピ
ル
ガ
I
は
論
じ
る
。

そ
の
際
に
彼
が
言
及
し
た
の
は
、
ギ
-
セ
ン
大
学
で
当
時
神
学
を
教
え
て
い
た
タ
ー
ン
、
ゼ
ン
パ
ー
、
ヴ
ァ
ヒ
ラ
ー
な
ど
の
論
で
あ
る
。
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要
約
す
れ
ば
、
一
八
三
〇
年
代
は
'
カ
ン
ト
と
ヤ
コ
ビ
に
始
ま
り
フ
ィ
ヒ
テ
で
頂
点
に
達
す
る
ド
イ
ツ
観
念
論
の
輝
か
し
い
時
代
で
あ
り
へ

そ
の
影
響
は
文
学
に
も
色
濃
-
認
め
ら
れ
、
短
篇
の
主
人
公
も
そ
の
影
響
を
強
-
受
け
て
い
る
'
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

そ
の
概
略
を
示
し
た
後
で
、
彼
は
こ
う
述
べ
る
。

「
想
像
さ
れ
理
想
的
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
世
界
は
現
実
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
体
験
が
、
現
実
全
般
に
、
自
我
か
ら
独
立
し
て
い
る

外
界
の
存
在
に
、
疑
念
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
レ
ン
ツ
を
仕
向
け
た
。
」
　
(
P
I
1
2
4
)

彼
は
つ
ま
り
'
レ
ン
ツ
の
狂
気
は
「
唯
我
的
な
想
像
」
　
(
d
i
e
s
o
l
i
p
s
i
s
t
i
s
c
h
e
n
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
e
n
,
P
I
1
2
2
)
　
と
強
-
結
び
付
い
て
い
る

と
分
析
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
じ
傾
向
が
、
テ
ィ
ー
ク
の
『
有
名
な
王
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
ト
ネ
リ
ー
』
や
『
金
髪
の
エ
ッ
ク
ベ
ル
ト
』
や

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ベ
ル
』
　
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
具
体
的
に
例
証
す
る
(
P
I
1
2
0
)
c
　
さ
ら
に
、
実
現
不
可
能
な
欲
望
や
衝
動
に
レ

ン
ツ
が
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
知
識
学
』
　
と
も
関
連
す
る
と
指
摘
す
る
　
(
P
G
l
1
9
)
C

そ
の
結
果
得
た
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。

「
レ
ン
ツ
を
精
神
錯
乱
の
よ
う
に
示
す
こ
と
で
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
主
観
的
観
念
論
(
d
e
r
s
u
b
i
e
k
t
i
v
e
l
d
e
a
l
i
s
m
u
s
)
　
へ
の
批
判
を

先
鋭
化
さ
せ
た
.
」
　
(
P
I
1
2
2
)

ピ
ル
ガ
I
の
こ
の
論
は
、
テ
ィ
ー
ク
の
文
学
と
の
関
連
に
目
を
向
け
た
と
い
う
点
で
は
評
価
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と

ロ
マ
ン
派
と
の
関
係
は
さ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
リ
ア
リ
ス
ト
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
と
ロ
マ
ン
派
と
の
接
点
な
ど
あ
り
よ
う
が
な

い
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ロ
マ
ン
派
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
論
以
来
、
避
け
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よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
　
こ
れ
も
ま
た
、
.
非
合
理
な
も
の
は
排
除
す
る
と
い
う
戦
後
の
ナ
チ
ズ
ム
批
判
と
暗
黙
の

う
ち
に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ピ
ル
ガ
-
が
指
摘
す
る
以
上
に
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
テ
ィ
ー
ク
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
る
。
テ
ー
マ
ば
か
り
で
は
な
い
。
文
体
の
面
で
、
と
り
わ
け
『
レ
ン
ツ
』
の
文
学
的
手
法
の
点
で
影
響
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ピ
ル
ガ
-
は
、
「
唯
我
的
な
想
像
」
と
い
う
一
点
か
ら
の
み
テ
ィ
ー
ク
の
作
品
と
　
『
レ
ン
ツ
』
　
と
の
関
連
を
明
ら
か
に

し
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
こ
れ
を
批
判
的
に
受
容
し
た
の
だ
と
判
断
し
た
。
し
か
し
'
必
ず
し
も
否
定
的
な
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
テ
ィ
ー
ク
の
文
学
を
積
極
的
に
継
承
し
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
と
思
え
る
部
分
が
か
な
り
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
作
品
論

で
具
体
的
に
明
示
し
た
。

『
レ
ン
ツ
』
　
の
芸
術
論
の
導
入
部
に
出
て
-
る
「
理
想
主
義
の
時
代
が
当
時
始
ま
っ
て
い
た
」
と
い
う
作
者
に
よ
る
説
明
。
こ
の
一
文

か
ら
'
ア
-
レ
ン
ト
と
ピ
ル
ガ
-
は
　
『
レ
ン
ツ
』
全
体
を
時
代
と
の
関
連
で
解
釈
し
ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
を
切
り
口
と
し
て
短

篇
全
体
を
把
握
し
ょ
う
と
し
て
も
'
所
詮
無
理
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
時
代
背
景
と
の
関
連
で
テ
ク
ス
ト
を
読
み
込
も
う
と
す
る
こ
の

方
法
は
へ
　
こ
の
短
篇
の
中
で
発
生
し
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
至
り
結
末
を
迎
え
る
と
い
う
1
連
の
つ
な
が
り
、
つ
ま
り
は
、
こ
の
短
篇
の
中

で
起
き
て
い
る
出
来
事
を
ま
っ
た
-
眼
中
に
置
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
主
人
公
レ
ン
ツ
の
精
神
錯
乱
や
狂
気
は
、
こ
の
出
来
事
の
各
段
階

に
応
じ
て
発
生
し
て
お
り
'
そ
の
と
き
ど
き
の
レ
ン
ツ
の
精
神
状
態
を
'
作
者
は
、
禁
欲
的
と
も
思
え
る
ほ
ど
に
出
来
事
に
即
し
て
実
に

具
体
的
に
実
に
精
密
に
　
(
s
e
h
r
k
o
n
k
r
e
t
u
n
d
s
e
h
r
e
H
a
k
t
)
描
い
て
い
る
。
そ
の
出
来
事
は
、
「
理
想
主
義
の
時
代
」
と
の
関
連
だ
け

で
は
説
明
し
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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五
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派

マ
ー
ル
プ
ル
ク
大
学
に
拠
点
を
置
-
研
究
者
た
ち
を
、
こ
こ
で
は
、
「
マ
ー
ル
プ
ル
ク
学
派
」
と
1
応
名
付
け
て
お
く
。
ト
ー
マ
ス
・

ミ
ヒ
ァ
エ
ル
・
マ
イ
ア
-
(
以
下
、
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
)
'
デ
ッ
ト
ナ
1
 
、
ゲ
ル
ッ
シ
ュ
ら
が
そ
の
中
心
的
な
研
究
者
で
あ
る
。
彼
ら

は
、
1
九
八
1
年
に
『
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
年
鑑
』
を
発
行
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
国
際
的
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
企
画

し
'
ま
さ
に
名
実
と
も
に
、
八
〇
年
代
・
九
〇
年
代
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
研
究
者
グ
ル
ー
プ
と
言
え
る
。

【
ト
ー
マ
ス
・
ミ
ヒ
ア
工
ル
・
マ
イ
ア
ー
】

そ
の
中
で
も
、
H
-
S
　
マ
イ
ア
I
の
存
在
は
大
き
い
。

l
九
七
九
年
と
八
l
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
テ
ク
ス
ト
+
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
シ
リ
ー
ズ
の
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
1
-
/
H
』
お

よ
び
『
同
Ⅲ
』
で
、
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
は
、
そ
れ
以
前
の
研
究
を
容
赦
な
-
批
判
し
、
あ
わ
せ
て
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
作
品
の
テ

ク
ス
ト
の
不
備
・
欠
陥
を
指
摘
し
た
。
そ
の
批
判
の
要
点
は
'
従
来
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
が
正
確
で
信
頼
で
き
る
テ
ク
ス
ト
や
資
料
に
も

と
づ
い
た
上
で
の
研
究
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
研
究
者
の
思
い
込
み
や
悪
意
や
勘
違
い
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
を
大
い
に
歪
め
て
き
た
こ

と
、
こ
れ
ら
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
生
き
て
い
た
当
時
の
政
府
か
ら
出
さ
れ
た
公
文
書
や
裁
判
の
記
録
や
同

時
代
人
の
手
紙
な
ど
の
様
々
な
資
料
を
両
脇
に
置
き
、
ま
さ
に
、
大
蛇
を
振
る
う
勢
い
で
こ
れ
ま
で
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
を
な
ぎ
倒
し
た
。

彼
の
研
究
方
法
の
特
徴
は
、
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
1
-
/
H
』
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
長
大
な
論
文
『
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と
ヴ
ァ

イ
デ
ィ
ッ
ヒ
.
初
期
共
産
主
義
と
革
命
的
民
主
主
義
』
(
1
九
七
九
年
)
B
I
　
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

H
・
ァ
　
マ
イ
ア
I
は
こ
こ
で
、
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
を
転
覆
さ
せ
る
た
め
に
書
か
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ

る
と
の
説
に
反
論
す
る
。
そ
の
論
法
は
こ
う
で
あ
る
。
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「
両
オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
セ
ン
で
は
、
一
八
四
〇
年
代
の
中
頃
で
は
、
鉄
工
所
や
綿
紡
績
工
場
を
の
ぞ
け
ば
大
き
な
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
な

ど
ま
だ
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
へ
　
五
〇
人
以
上
の
労
働
者
を
も
つ
工
場
な
ど
あ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
」
　
(
T
M
M
B
2
4
)

つ
ま
り
、
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
　
が
起
草
さ
れ
た
頃
の
ヘ
ッ
セ
ン
地
方
で
は
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
唱
え
る
資
本
主
義
の
階
級

闘
争
が
激
化
す
る
時
期
よ
り
も
は
る
か
以
前
の
段
階
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
へ
　
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
す
ら
な
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
な
ど
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
事
実
を
資
料
に
も
と
づ
き
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
論
は
こ
う
続
-
0

「
大
公
国
全
体
の
平
均
で
'
1
八
三
四
年
の
低
賃
金
労
働
者
の
比
率
は
1
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
こ
の
数
字
は
'
自
営
業
者
や
高
級

官
吏
の
割
合
(
1
四
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
)
　
と
比
べ
て
み
て
も
少
な
す
ぎ
る
。
こ
れ
ら
の
日
雇
い
労
働
者
'
使
用
人
、
手
工
業
者
、
出
版

業
者
、
職
人
な
ど
は
、
疑
い
も
な
-
、
(
大
公
国
で
は
ま
だ
ま
っ
た
-
存
在
し
な
か
っ
た
)
　
工
業
化
さ
れ
た
資
本
主
義
の
現
代
的
で
生
産

的
な
墓
掘
り
人
た
ち
で
は
な
-
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
マ
ル
ク
ス
の
共
産
主
義
の
受
け
手
の
中
心
的
な
一
団
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次

第
に
浸
透
し
て
-
る
古
-
て
新
し
い
惨
め
さ
の
中
で
、
最
下
層
に
い
る
者
と
し
て
彼
ら
は
新
し
い
時
代
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
で
あ
り
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
'
マ
ル
ク
ス
以
前
の
科
学
以
前
の
共
産
主
義
の
潜
在
的
な
受
け
手
で
も
あ
っ
た
。
」
　
(
T
M
M
B
2
5
)

要
す
る
に
'
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
が
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
、
1
八
三
四
年
の
ヘ
ッ
セ
ン
で
は
、
資
本
主
義
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

も
実
質
的
に
は
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
'
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
解
放
を
目
指
す
マ
ル
ク
ス
主
義

と
　
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
を
結
び
付
け
る
論
が
根
拠
を
失
う
。
そ
れ
を
、
具
体
的
に
資
料
を
挙
げ
て
H
・
S
　
マ
イ
ア
I
は
示
そ
う
と
す

る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
へ
　
彼
の
目
指
す
実
証
的
な
方
法
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
論
文
で
槍
玉
に
挙
げ
た
の
が
'
ヤ
ー
ン
ケ
の
著
書
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
。
作
品
の
成
立
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
。

全
作
品
へ
の
案
内
』
　
(
1
九
七
五
年
)
　
で
あ
る
.

ヤ
ー
ン
ケ
は
こ
う
考
え
る
。

「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ク
ラ
ブ
は
、
目
標
を
見
失
っ
た
市
民
の
怒
り
を
政
治
的
に
組
織
化
す
る
た
め
に
物
質
的
お
よ
び

宗
教
的
挺
子
を
用
い
る
グ
ル
ー
プ
と
カ
リ
ス
マ
的
姿
を
示
し
て
い
る
O
」
　
(
J
G
2
1
6
f
.
)

っ
ま
り
'
一
つ
は
'
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ジ
ャ
コ
バ
ン
・
ク
ラ
ブ
は
群
集
(
d
i
e
M
a
s
s
e
)
を
充
分
に
掌
握
し
導
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
彼
の
率
い
る
党
派
の
主
張
は
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
革
命
理
請
(
「
大
衆
」
(
d
i
e
g
r
o
B
e
K
l
a
s
s
e
)
を
動
か
す
に
は

「
物
質
的
お
よ
び
宗
教
的
挺
子
」
(
m
a
t
e
r
i
e
l
l
e
s
E
l
e
n
d
u
n
d
r
e
l
i
g
i
o
s
e
r
F
a
n
a
t
i
s
m
u
s
)
し
か
な
い
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
手
紙
に
書
い

て
い
る
四
三
)
　
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
ヤ
ー
ン
ケ
は
強
調
し
た
。

こ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
'
ル
カ
ー
チ
の
言
葉
で
言
い
直
せ
ば
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
群
集
は
一
体
で
あ
り
'
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
「
平

民
の
革
命
家
」
(
d
e
r
p
l
e
b
e
j
i
s
c
h
e
 
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
)
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
七
〇
年
代
半
ば
に
ル
カ
ー
チ
の
論
を
復
活
さ
せ
た
こ

の
論
は
、
社
会
史
的
立
場
に
立
つ
研
究
者
の
流
れ
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
へ
戦
争
直
後
の
H
・
マ
イ
ア
I
の
論
に
始
ま
り
へ

ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
、
A
・
マ
イ
ア
ト
　
ト
ウ
ロ
ン
・
プ
リ
ッ
カ
ー
四
四
ら
こ
の
立
場
に
立
つ
研
究
者
た
ち
は
'
劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を

い
ず
れ
も
切
り
捨
て
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
理
由
は
、
ダ
ン
ト
ン
と
同
様
に
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
ま
た
群
集
に
パ
ン
を
与
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
、
パ
ン
を
求
め
る
群
集
と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
一
体
で
は
な
い
。
こ
れ
が
そ
の
要
点
で
あ
る
。
し
か
し
ヤ
ー
ン

ケ
は
、
七
〇
年
代
半
ば
に
そ
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
像
を
否
定
L
へ
　
ル
カ
ー
チ
の
論
を
復
活
さ
せ
た
。

そ
し
て
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
は
、
そ
の
ヤ
ー
ン
ケ
の
「
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
イ
ス
ム
ス
」
(
d
e
r
R
o
b
e
s
p
i
e
r
r
i
s
m
u
s
)
　
に
噛
み
付
い
た
。
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彼
が
問
題
に
し
た
の
は
'
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
第
1
幕
二
場
の
群
集
場
面
で
あ
る
。
「
服
に
穴
の
空
い
て
ね
え
野
郎
は
ぶ
っ
殺
せ
!
」
、

「
読
み
書
き
の
で
き
る
野
郎
は
ぶ
っ
殺
せ
!
」
　
(
D
B
T
5
7
)
c
　
第
三
の
市
民
、
第
1
の
市
民
は
こ
の
場
面
で
こ
う
叫
ぶ
。
H
-
S
-
マ
イ

ア
I
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
「
習
慣
ど
お
り
に
き
わ
め
て
注
意
深
-
着
込
ん
だ
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
　
(
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
へ
筆
者

注
)
　
の
目
の
前
で
ま
さ
に
こ
れ
見
よ
が
し
に
」
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
で
、
「
サ
ン
・
ス
キ
ュ
ロ
ッ
ト
で
は
な
い
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
」

向
け
ら
れ
て
お
り
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
そ
の
党
派
も
例
外
で
は
な
い
　
(
T
M
M
B
 
l
l
l
)
c
　
そ
し
て
右
に
引
用
し
た
台
詞
の
後
で
市
民
た

ち
が
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
付
い
て
行
-
が
、
こ
れ
も
ま
た
H
-
S
　
マ
イ
ア
I
に
よ
れ
ば
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
こ
の
場
面
で
示
し
た
も
の

は
、
「
ヤ
ー
ン
ケ
が
見
た
よ
う
に
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
サ
ン
・
ス
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
固
い
梓
」
な
ど
で
は
な
-
、
社
会
革
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
「
己
れ
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
の
利
益
の
た
め
に
デ
マ
ゴ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
」
　
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
姿
だ
と
言
い
切
る

(
T
M
M
B
l
1
5
)
C

劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
は
さ
ら
に
続
-
。
こ
の
場
面
で
は
、
ひ
と
り
の
女
が
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
こ
と
を
「
救
世
主
」

(
d
e
r
M
e
s
s
i
a
s
,
B
D
T
8
1
)
と
言
う
。
こ
う
し
た
預
言
者
や
占
い
師
は
、
た
と
え
ば
同
時
代
人
で
あ
っ
た
マ
ル
キ
・
ド
・
サ
ド
の
手
紙

が
示
す
よ
う
に
、
四
五
フ
ラ
ン
ス
革
命
当
時
に
は
実
際
に
出
現
し
か
な
り
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
模
様
で
'
『
タ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
素
材

と
な
っ
た
テ
ィ
ー
ル
の
歴
史
書
に
も
そ
の
種
の
預
言
者
の
1
人
と
し
て
カ
ト
リ
ー
ネ
・
テ
オ
の
記
述
が
あ
る
ー
E
H
ハ
E
-
・
ァ
　
マ
イ
ア
-

は
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
後
で
'
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
こ
の
登
場
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
意
図
的
に
描
い
た
「
華
々
し
く
誇
張
さ
れ
た

戯
画
」
　
[
e
i
n
s
p
e
k
t
a
k
u
l
a
r
u
b
e
r
t
r
e
i
b
e
n
e
s
Z
e
r
r
b
i
l
d
,
T
M
M
B
l
1
5
)
　
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
つ
ま
り
、
「
救
世
主
」
ヅ
ラ
し
て
い
い

気
に
な
っ
て
い
る
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
こ
こ
で
意
図
的
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
て
描
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

デ
マ
ゴ
ー
ギ
ッ
シ
ュ
な
言
説
を
弄
し
群
集
の
暴
動
を
党
利
党
略
の
た
め
に
用
い
る
。
人
か
ら
「
救
世
主
」
と
言
わ
れ
て
い
い
気
に
な
っ

て
そ
の
つ
も
り
に
な
る
。
こ
う
し
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
観
は
'
「
用
心
深
い
臆
病
な
小
市
民
」
と
彼
を
決
め
付
け
た
あ
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア

の
見
方
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
事
実
、
『
テ
ク
ス
ト
+
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
　
シ
リ
ー
ズ
の
　
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
I
/
H
』
　
に
掲
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載
し
た
『
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
最
近
の
諸
傾
向
。
第
一
部
』
四
七
と
い
う
論
文
の
中
で
、
こ
の
フ
ィ
エ
ー
ト
ア
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
観
を

継
承
し
た
と
思
わ
れ
る
モ
ー
リ
ス
・
ベ
ン
の
『
革
命
の
演
劇
』
(
1
九
七
六
年
)
四
八
に
対
し
て
、
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
は
手
放
し
の
賛
辞

を
贈
る
。
(
T
M
M
T
-
I
3
3
9
f
.
)

そ
の
ベ
ン
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
観
と
は
こ
う
で
あ
る
。

「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
見
る
と
こ
ろ
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ス
タ
ー
リ
ン
で
あ
る
o
」
(
B
D
1
2
7
)

こ
の
言
葉
が
す
べ
て
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ヘ
　
テ
ロ
に
よ
り
物
質
的
な
窮
乏
か
ら
人
の
目
を
そ
ら
す
そ
の
や
り
方
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と

も
似
て
い
る
と
続
け
る
　
(
B
D
1
3
0
)
c
　
そ
の
論
の
進
め
方
は
多
分
に
主
観
的
で
乱
暴
だ
o
た
と
え
ば
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
と
ス
タ
ー
リ
ン

を
ダ
ブ
ら
せ
る
と
き
の
論
述
で
あ
る
。
ダ
ン
ト
ン
と
の
論
争
の
後
へ
　
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
一
人
き
り
で
部
屋
に
い
る
。
そ
の
と
き
誰
か
が

来
て
ぎ
ょ
っ
と
す
る
彼
の
姿
と
'
同
じ
よ
う
な
状
況
で
や
は
り
怯
え
て
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
報
告
し
た
ソ
ル
ジ
エ
ニ
ッ
ィ
-
ン
の

文
書
四
九
の
記
述
を
並
べ
、
両
者
が
似
て
い
る
か
ら
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
ス
タ
ー
リ
ン
だ
と
導
く
。
そ
こ
に
は
、
実
証

性
な
ど
ま
る
で
な
い
。
客
観
性
も
著
し
-
欠
け
る
。
そ
れ
ら
を
重
ん
じ
る
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
が
な
ぜ
そ
こ
を
見
逃
し
さ
ら
に
賞
賛
ま
で

す
る
の
か
皆
目
わ
か
ら
な
い
。

ベ
ン
の
こ
の
論
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
む
し
ろ
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
や
マ
ク
ベ
ス
と
ダ
ン
ト
ン
を
重
ね
た
り
(
B
D
l
1
4
f
.
)
'
オ
フ
エ
ー
リ
ア

と
ル
シ
ー
ル
と
の
類
似
を
指
摘
し
た
り
す
る
(
B
D
1
3
8
)
　
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
延
長
で
考
え
れ
ば
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が
先
の
場
面

で
一
人
怯
え
る
姿
は
、
マ
ク
ベ
ス
の
怯
え
と
充
分
に
共
通
す
る
と
思
え
る
の
だ
が
。
と
も
か
-
、
ベ
ン
の
論
に
対
す
る
彼
の
評
価
は
不
可

解
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
両
者
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
'
劇
中
の
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
対
す
る
嫌
悪
だ
け
だ
。
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ヤ
ー
ン
ケ
の
論
ば
か
り
で
は
な
い
。
ベ
ン
の
論
を
の
ぞ
け
ば
、
『
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
最
近
の
諸
傾
向
、
第
一
部
』
　
と
題
し
た
論
文

の
中
で
'
従
来
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
を
E
-
-
S
　
マ
イ
ア
-
は
片
っ
端
か
ら
手
厳
し
-
批
判
す
る
。
そ
の
具
体
例

を
若
干
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
へ
　
先
に
紹
介
し
た
ヒ
ン
ド
ラ
ー
の
研
究
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ
の
研
究
者
は
'
『
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
・
コ
メ
ン
タ
ー
ル
』
　
の
著
者
と

し
て
名
高
い
。
そ
の
彼
の
仕
事
を
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
は
、
「
一
般
的
な
仕
事
と
個
人
的
な
仕
事
の
中
間
貸
借
対
照
表
」
　
(
d
i
e
 
Z
w
i
-

s
c
h
e
n
b
i
l
a
n
z
d
e
r
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
u
n
d
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
n
B
e
s
c
h
a
f
t
i
g
u
n
g
,
T
M
M
T
-
I
3
2
9
)
　
と
名
付
け
る
O
　
ヒ
ン
ド
ラ
ー
自
身
の
個

人
的
で
趣
味
的
な
哲
学
問
題
を
注
釈
書
の
中
に
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ
と
の
批
判
だ
ろ
う
。
そ
の
哲
学
に
し
て
も
、
コ
-
ベ
ル
ら
の
論

を
鵜
呑
み
に
し
て
お
り
、
根
拠
を
欠
-
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
、
そ
の
注
釈
は
「
人
を
誤
り
に
導
-
ば
か
り
で
は
な
-
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
へ
も
向
か
わ
せ
る
」
　
(
T
M
M
T
-
-
い
い
○
)
　
と
述
べ
る
ー
H
-
ァ
・
マ
イ
ア
I
が
こ
こ
で
言
い
た
い
こ
と
は
'
個
人
的
な
関
心
か
ら

で
は
な
-
、
そ
れ
を
越
え
た
客
観
的
な
立
場
に
立
ち
、
正
確
な
資
料
や
幅
広
い
研
究
に
も
と
づ
い
た
注
釈
書
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。ま

た
へ
　
メ
ッ
ツ
ラ
ー
叢
書
の
ゲ
ル
バ
ル
ト
・
P
・
ク
ナ
ッ
プ
著
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
』
　
(
一
九
七
七
年
)
五
〇
に
対
し
て
は
、

「
最
も
た
ち
の
悪
い
の
は
、
誤
っ
た
情
報
や
誤
っ
た
判
断
を
決
ま
り
文
句
と
ほ
と
ん
ど
識
別
し
が
た
-
ご
た
ま
ぜ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
」
　
(
T
M
M
T
-
I
3
3
5
)
　
と
ま
で
言
い
、
そ
の
具
体
例
を
実
に
細
か
-
指
摘
す
る
O
　
そ
の
他
、
ア
ド
ル
ノ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
や
ラ
カ
ン

等
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
ラ
イ
マ
ー
ル
・
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
オ
ン
ス
の
　
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
、
限
界

の
弁
証
法
』
　
(
1
九
七
六
年
)
五
l
に
つ
い
て
は
議
論
の
段
階
で
実
証
性
に
欠
け
る
こ
と
を
指
摘
し
　
(
T
M
M
T
-
I
3
4
1
)
'
パ
ス
カ
ル
と

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
結
び
付
け
る
先
に
言
及
し
た
コ
ー
ベ
ル
の
試
み
は
、
「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ほ
ど
に
思
弁
的
で
あ
る
」
　
(
h
a
a
r
s
t
r
a
u
b
e
n
d

s
p
e
k
u
l
a
t
i
v
,
T
M
M
T
-
I
3
4
1
)
　
と
ま
で
言
う
。
ヘ
ル
マ
ン
・
プ
ロ
イ
ニ
ン
グ
・
オ
ク
タ
-
ヴ
ィ
オ
の
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
、

人
生
、
作
品
、
死
に
つ
い
て
の
思
考
』
　
(
一
九
七
六
年
)
五
二
に
つ
い
て
は
、
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
市
民
的
な
名
声
と
キ
ャ
リ
ア
を
得
る
途
上
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で
、
革
命
と
た
だ
1
時
的
に
戯
れ
合
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
だ
け
に
腰
病
で
も
あ
り
恥
知
ら
ず
で
も
あ
っ
た
」
(
O
G
3
4
f
.
)
と
い
う
論
述
の

部
分
を
取
り
上
げ
、
い
-
つ
か
の
資
料
を
示
し
た
後
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
共
和
主
義
者
と
し
て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
彼

の
論
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
(
T
M
M
T
I
 
I
3
5
0
f
.
)
c
　
さ
ら
に
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
を
あ
が
め
る
D
D
R
の
論
調
に
対
し
て
は
、
そ

う
せ
ざ
る
を
得
な
い
何
等
か
の
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
ま
で
皮
肉
る
　
(
T
M
M
T
-
I
3
5
5
)
c

H
-
S
　
マ
イ
ア
-
の
こ
れ
ら
の
批
判
は
か
な
り
の
部
分
で
妥
当
性
が
あ
る
。
し
か
し
へ
そ
の
す
べ
て
に
客
観
性
が
あ
り
実
証
性
が
あ

り
納
得
が
い
-
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
の
論
の
評
価
は
そ
の
一
例
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
慈
意
を
極
力
排
し
て
、
き
ち
ん
と

し
た
資
料
を
整
え
て
正
確
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
そ
の
主
張
は
強
-
伝
わ
っ
て
く
る
。

そ
の
E
-
-
S
　
マ
イ
ア
I
の
方
法
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
び
た
だ
し
い
資
料
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
そ
の
観
点
だ
ろ
う
。
資
料

に
も
と
づ
き
1
つ
の
結
論
を
導
き
出
し
た
と
し
て
も
、
資
料
の
選
択
お
よ
び
資
料
の
解
釈
に
は
必
然
的
に
論
者
の
主
観
が
入
る
。
資
料
を

並
べ
、
だ
か
ら
こ
う
だ
と
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は
窓
意
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
。
彼
が
目
指
し
た
方
向
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
そ
の
窓

意
を
で
き
る
だ
け
制
限
し
解
釈
の
精
度
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
彼
も
ま
た
最
後
に
は
自
ら
の
主
観
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
『
《
ぼ
-
の
こ
と
で
は
す
っ
か
り
安
心
で
き
ま
す
》
ゲ
オ
ル

ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
家
族
宛
て
の
手
紙
で
の
論
証
の
策
略
』
　
(
一
九
八
三
年
)
五
三
と
い
う
論
文
で
、
家
族
宛
て
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
手

紙
を
H
・
ァ
　
マ
イ
ア
-
は
問
題
に
す
る
。
一
八
三
三
年
六
月
に
'
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
に
つ
い
て
彼
は
両
親
に
手
紙
を
書
き
'
そ
こ

で
、
こ
の
蜂
起
を
「
子
供
た
ち
の
革
命
ご
っ
こ
」
(
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
e
K
i
n
d
e
r
s
t
r
e
i
c
h
e
)
と
言
っ
て
い
る
。
五
四
そ
れ
な
の
に
『
ヘ
ッ
セ
ン

の
急
使
』
を
な
ぜ
書
い
た
の
か
、
こ
れ
が
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

H
・
ァ
　
マ
イ
ア
I
は
こ
の
手
紙
を
「
み
せ
か
け
の
嘘
」
(
d
i
e
v
e
r
m
e
i
n
t
l
i
c
h
e
L
u
g
e
,
T
M
M
A
2
5
5
)
だ
と
見
る
。
そ
し
て
、
「
正

当
化
し
安
心
さ
せ
る
こ
と
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
家
族
宛
の
手
紙
の
全
般
的
な
目
的
で
あ
る
」
(
T
M
M
A
2
6
6
)
と
断
定
す
る
。
そ
の
論
拠
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の
一
つ
に
挙
げ
た
の
が
、
息
子
の
逮
捕
を
心
配
し
て
い
る
家
族
の
様
子
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
に
伝
え
た
伯
父
の
ロ
イ
ス
の
一
八
三
四
年
三
月

二
四
日
付
け
の
手
紙
(
T
M
M
A
2
6
5
)
、
弟
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
当
時
の
回
想
(
T
M
M
A
2
6
5
)
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
学
友
の
急
送
を

報
道
し
た
1
八
三
六
年
十
l
月
十
四
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
の
新
聞
記
事
(
T
M
M
A
2
7
2
)
　
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
、

政
治
運
動
に
息
子
が
か
か
わ
り
逮
捕
さ
れ
る
の
で
な
い
か
と
そ
の
身
を
案
じ
て
い
る
家
族
の
不
安
を
実
証
的
に
裏
付
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
の
家
族
を
安
心
さ
せ
る
た
め
に
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
嘘
の
手
紙
を
書
い
た
。
彼
は
こ
う
判
断
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
簡
単
に
結
論
付
け
て
も
い
い
の
か
。

「
子
供
た
ち
の
革
命
ご
っ
こ
」
と
書
い
た
先
の
手
紙
の
全
文
は
こ
う
で
あ
る
。

「
た
し
か
に
ぼ
く
は
、
自
分
の
原
理
原
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
変
革
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
巨
大

な
群
集
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
で
あ
る
こ
と
、
一
部
の
個
人
が
ど
れ
ほ
ど
動
き
ど
れ
ほ
ど
叫
ぼ
う
が
そ
れ
は
無
駄
で
愚
か
な
こ
と
、

こ
れ
を
'
新
し
い
時
代
か
ら
学
び
ま
し
た
。
ギ
-
セ
ン
の
田
舎
政
治
や
子
供
た
ち
の
革
命
ご
っ
こ
に
ぽ
-
が
首
を
突
っ
込
ん
だ
り
す
る
よ

う
な
こ
と
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。
」

こ
の
手
紙
の
日
付
(
一
八
三
三
年
六
月
)
　
と
内
容
か
ら
見
れ
ば
'
お
よ
そ
三
カ
月
前
の
一
八
三
三
年
四
月
三
日
に
起
き
た
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
事
件
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
こ
う
書
い
た
の
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
と
い
う
の
は
、
武
装
蜂
起

し
た
五
十
名
ほ
ど
の
集
団
が
歩
哨
の
詰
め
所
と
税
関
を
襲
撃
し
た
事
件
で
あ
る
。
ヤ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
・
ハ
ウ
シ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
二
千

人
あ
ま
り
の
職
工
と
四
万
人
ほ
ど
の
農
民
が
こ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
外
部
で
待
機
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
彼
ら
の
支
援

が
ま
っ
た
く
得
ら
れ
ず
、
蜂
起
は
孤
立
し
、
一
時
間
も
す
る
と
鎮
圧
さ
れ
た
と
い
う
。
五
五

こ
の
事
件
の
経
過
を
見
る
と
、
右
に
引
用
し
た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
手
紙
は
家
族
の
こ
と
を
配
慮
し
て
の
「
嘘
」
で
あ
る
と
す
ぐ
さ
ま
断
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定
す
る
こ
と
は
で
き
な
-
な
る
.
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
こ
こ
で
、
社
会
を
変
革
す
る
主
役
は
「
巨
大
な
群
集
」
(
d
i
e
g
r
o
B
e
M
a
s
s
e
)
で
あ

り
「
7
部
の
個
人
」
(
d
i
e
E
i
n
z
e
l
n
e
n
)
で
は
な
い
こ
と
へ
そ
し
て
、
そ
の
「
群
集
」
は
理
念
な
ど
で
は
な
-
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲

求
」
(
d
a
s
n
o
t
h
w
e
n
d
i
g
e
B
e
d
i
i
r
f
n
i
B
)
だ
け
で
動
-
こ
と
、
こ
れ
を
「
新
し
い
時
代
か
ら
」
(
i
n
n
e
u
e
r
e
r
Z
e
i
t
)
学
ん
だ
と
書
い
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
的
な
1
つ
の
事
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
1
部
の
個
人
」
は
動
き
叫

ん
だ
の
に
「
巨
大
な
群
集
」
は
動
か
ず
、
結
局
、
「
そ
れ
は
無
駄
で
愚
か
な
こ
と
」
(
v
e
r
g
e
b
l
i
c
h
e
s
T
h
o
r
e
n
w
e
r
k
)
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
な
る
と
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
を
「
一
部
の
個
人
」
の
動
き
や
叫
び
と
見
て
、
彼
ら
の
革
命
運
動
を
「
子
供
た
ち
の
革
命
ご
っ

こ
」
と
酷
評
し
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
む
し
ろ
へ
自
ら
思
う
と
こ
ろ
を
そ
の
ま
ま
家
族
に
書
き
送
っ
た
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。

ァ
ゥ
グ
ス
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
の
証
言
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
だ
ろ
う
。
彼
は
後
の
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
の
運
動
の
仲
間
の
l
人
で
、
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
は
そ
の
彼
に
こ
う
述
べ
た
と
い
う
。
「
ド
イ
ツ
の
状
況
を
ひ
っ
-
り
返
す
た
め
に
こ
れ
ま
で
人
が
や
っ
て
き
た
試
み
は
ま
っ
た
く

の
子
供
じ
み
た
計
算
に
も
と
づ
い
て
い
る
o
」
五
六
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
も
そ
の
「
試
み
」
(
d
i
e
V
e
r
s
u
c
h
e
)
の
1
つ
だ
ろ
う
0
そ
し

て
、
こ
こ
で
の
「
ま
っ
た
-
の
子
供
じ
み
た
計
算
」
!
e
i
n
e
d
u
r
c
h
a
u
s
k
n
a
b
e
n
h
a
f
t
e
B
e
r
e
c
h
n
u
n
g
)
と
い
う
言
葉
は
,
先
の
「
子
供

た
ち
の
革
命
ご
っ
こ
」
(
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
e
K
i
n
d
e
r
s
t
r
e
i
c
h
e
)
と
い
う
言
葉
と
同
義
語
だ
と
見
な
せ
る
o
そ
し
て
こ
の
ベ
ッ
カ
ー
に
対
し

て
も
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
'
「
大
衆
の
巨
大
な
群
れ
」
(
d
i
e
g
r
o
B
e
M
a
s
s
e
d
e
s
V
o
l
k
e
s
)
に
よ
っ
て
し
か
革
命
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
。

「
巨
大
な
群
集
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
だ
け
が
社
会
を
変
え
る
。
「
一
部
の
個
人
」
が
ど
れ
ほ
ど
動
き
叫
ぼ
う
が
そ
れ
は
無
駄

な
愚
行
で
あ
る
。
こ
れ
と
似
た
主
張
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
手
紙
で
い
-
つ
か
確
認
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
グ
ッ
コ
I
や
ハ
イ
ネ
ら

の
青
年
ド
イ
ツ
派
と
彼
は
距
離
を
保
っ
て
い
た
。
一
八
三
六
年
の
家
族
宛
の
手
紙
で
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
我
々
の
宗
教
的
お
よ
び
社
会
的
理
念
を
現
代
文
学
に
よ
っ
て
完
全
に
変
革
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
人
々
が
信
じ
ら
れ
る
の
は
、
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我
々
の
社
会
的
状
況
に
対
す
る
完
全
な
誤
解
か
ら
で
す
。
」
五
七

こ
れ
は
、
「
一
部
の
個
人
」
が
理
念
を
振
り
か
ざ
し
て
い
-
ら
動
き
い
-
ら
叫
ぼ
う
が
「
無
駄
で
愚
か
な
こ
と
」
だ
と
い
う
先
の
手
紙

の
主
張
と
通
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
グ
ッ
コ
I
に
対
し
て
は
、
1
八
三
六
年
に
直
接
こ
う
書
き
送
っ
て
い
る
。

「
社
会
を
理
念
に
よ
っ
て
知
識
階
級
の
側
か
ら
変
革
す
る
?
　
不
可
能
で
す
。
我
々
の
時
代
は
純
粋
に
物
質
的
で
す
。
」
五
八

こ
こ
で
も
ま
た
、
「
一
部
の
個
人
」
　
の
理
念
の
効
力
を
否
定
し
、
「
巨
大
な
群
集
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
だ
け
を
強
調
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

手
紙
と
い
う
の
は
複
雑
で
あ
る
。
相
手
を
安
心
さ
せ
る
た
め
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
書
い
た
と
い
う
解
釈
も
充
分
に
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
「
新
し
い
時
代
」
を
動
か
す
主
役
は
「
巨
大
な
群
集
」
　
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
「
巨
大
な
群
集
」
　
は
理
念
な
ど
で
は
動
か
ず
'

「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
だ
け
で
動
-
。
こ
の
一
点
に
関
し
て
は
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
る
。

そ
し
て
宿
命
書
簡
と
呼
ば
れ
て
い
る
婚
約
者
ミ
ン
ナ
に
宛
て
た
一
八
三
四
年
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
中
で
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
こ
う
書
い

て
い
る
。

「
個
人
な
ど
波
間
に
浮
か
ぶ
あ
ぶ
-
で
、
大
物
は
単
な
る
偶
然
で
'
天
才
の
支
配
な
ど
人
形
劇
で
、
固
い
按
に
対
す
る
馬
鹿
馬
鹿
し
い

戦
い
で
あ
り
、
そ
の
淀
を
認
識
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
、
そ
れ
を
支
配
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
す
。
」
五
九

こ
こ
で
の
　
「
固
い
捉
」
　
(
e
i
n
 
e
h
e
r
n
e
s
 
G
e
s
e
t
z
)
　
と
は
、
「
巨
大
な
群
集
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
し
か
社
会
を
変
革
で
き
な
い
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と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
そ
の
動
き
の
頂
点
に
立
ち
入
を
導
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
大
物
や
偉
人
な
ど
「
巨
大
な
群
集
」

が
操
る
人
形
に
し
か
す
ぎ
ず
、
彼
ら
な
ど
「
あ
ぶ
-
」
(
S
c
h
a
u
m
)
　
で
あ
り
「
単
な
る
偶
然
」
(
e
i
n
 
b
l
o
B
e
r
 
Z
u
f
a
l
l
)
　
の
産
物
で
し
か

な
い
。
彼
は
こ
こ
で
そ
う
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
書
簡
か
ら
拾
い
上
げ
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
'
ヤ
ー
ン
ケ
を
批
判
す
る
際
に
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
が
問
題
に
し
た
『
ダ
ン
ト
ン

の
死
』
　
の
群
集
場
面
(
第
一
幕
二
場
)
　
に
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
と
思
え
る
。

一
人
の
市
民
が
こ
こ
で
こ
う
始
め
る
。

「
み
ん
な
す
き
っ
腹
を
抱
え
て
頭
が
お
か
し
-
な
り
そ
う
な
の
に
、
あ
い
つ
ら
と
き
た
ら
へ
た
ら
ふ
-
食
い
や
が
っ
て
胃
が
パ
ン
パ
ン

よ
。
み
ん
な
の
上
着
は
穴
ぼ
こ
だ
ら
け
な
の
に
、
あ
い
つ
ら
と
き
た
ら
、
あ
っ
た
け
え
服
に
-
る
ま
り
や
が
っ
て
ぬ
く
ぬ
く
し
て
ら
あ
。

み
ん
な
の
手
と
き
た
ら
豆
だ
ら
け
な
の
に
'
あ
い
つ
ら
の
手
は
つ
る
つ
る
よ
O
」
　
(
B
D
T
5
7
)

す
る
と
、
そ
こ
に
い
た
も
う
一
人
が
こ
れ
に
呼
応
し
、
あ
い
つ
ら
は
や
れ
貴
族
を
ぶ
ち
の
め
せ
、
ヴ
エ
ト
I
を
ぶ
っ
殺
せ
'
ジ
ロ
ン
ド

派
を
や
っ
つ
け
ろ
と
あ
れ
こ
れ
指
図
し
や
が
っ
て
、
こ
っ
ち
は
そ
の
通
り
動
い
た
の
に
、
「
俺
た
ち
ゃ
昔
の
ま
ん
ま
、
歴
を
む
き
だ
し
に

し
て
走
り
回
っ
て
ん
だ
」
　
(
B
D
T
∽
∞
)
と
叫
ぶ
。
こ
れ
で
火
が
付
-
。
裏
通
り
全
体
が
、
何
で
も
い
い
か
ら
と
も
か
-
「
ぶ
っ
殺
せ
!
ぶ
っ

殺
せ
!
」
　
(
T
o
d
t
g
e
s
c
h
l
a
g
e
n
!
T
o
d
t
g
e
s
c
h
l
a
g
e
n
!
)
　
と
口
々
に
わ
め
き
散
ら
す
o

そ
こ
に
気
の
毒
な
こ
と
に
1
人
の
若
い
男
が
通
り
か
か
る
。
こ
の
男
は
ハ
ン
カ
チ
を
出
し
て
鼻
を
か
む
。
す
る
と
へ
そ
れ
は
貴
族
の
や

り
方
だ
気
に
人
ら
ね
え
と
興
奮
し
た
群
集
は
こ
の
男
に
襲
い
か
か
り
、
街
灯
で
首
吊
り
に
し
よ
う
と
気
勢
を
上
げ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

若
い
男
な
か
な
か
軽
妙
で
'
「
ど
う
で
も
い
い
け
ど
、
ぼ
-
を
吊
し
た
っ
て
明
る
-
な
り
や
し
な
い
よ
」
(
B
D
T
6
9
)
　
と
や
り
返
す
o
す
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る
と
途
端
に
緊
張
が
解
け
て
「
ブ
ラ
ボ
ー
」
(
B
D
T
7
0
)
と
い
う
歓
声
が
わ
き
起
こ
る
O

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
こ
の
群
集
場
面
で
'
「
群
集
」
が
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
だ
け
で
動
-
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
口
先
だ
け

の
革
命
家
た
ち
に
対
す
る
苛
立
ち
や
、
金
持
ち
に
対
す
る
憎
し
み
は
、
す
べ
て
こ
の
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
か
ら
出
て
く
る
。
そ

こ
に
は
、
理
念
も
な
け
れ
ば
道
徳
も
な
い
。
通
り
す
が
り
の
若
者
に
対
す
る
反
応
が
い
い
例
だ
ろ
う
。
ハ
ン
カ
チ
一
枚
で
首
吊
り
の
反
逆

罪
だ
し
、
軽
妙
な
ウ
ィ
ッ
ト
一
つ
で
即
無
罪
放
免
で
あ
る
。
な
ん
と
い
う
狂
暴
さ
、
な
ん
と
い
う
気
紛
れ
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I

の
映
し
出
し
た
「
群
集
」
そ
の
も
の
の
動
き
で
あ
る
。

そ
の
狂
暴
さ
や
気
紛
れ
は
、
し
か
し
、
け
っ
し
て
軽
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
劇
の
最
も
重
要
な
局
面
で
「
群
集
」
の
こ
の
動

き
が
歴
史
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
第
三
幕
の
九
場
か
ら
十
場
に
か
け
て
の
展
開
で
あ
る
。

九
場
の
「
革
命
裁
判
所
」
で
ダ
ン
ト
ン
は
最
後
の
演
説
を
す
る
。
「
み
ん
な
パ
ン
が
欲
し
い
の
に
'
奴
ら
と
き
た
ら
生
首
を
投
げ
出
す
」

(
B
D
T
5
2
8
)
C
粛
正
が
続
-
中
で
貧
困
感
を
募
ら
せ
て
い
た
聴
衆
は
、
彼
の
こ
の
演
説
に
「
激
し
く
動
か
さ
れ
、
喝
采
の
叫
び
声
」
(
ト

普
)
を
あ
げ
へ
多
-
の
者
が
「
ダ
ン
ト
ン
万
歳
!
　
十
人
組
を
倒
せ
!
」
(
B
D
T
5
2
9
)
と
叫
ぶ
。
と
こ
ろ
が
続
-
十
場
で
の
「
裁
判
所

前
の
広
場
」
で
は
'
前
場
の
熱
狂
の
余
波
を
受
け
る
も
の
の
へ
途
中
か
ら
ま
る
で
言
葉
遊
び
の
よ
う
に
'
誰
が
裏
切
り
者
か
と
い
う
市
民

た
ち
の
や
り
と
り
が
始
ま
り
、
こ
の
か
け
合
い
か
ら
勢
い
を
得
た
一
人
の
市
民
が
ダ
ン
ト
ン
の
生
活
を
や
お
ら
糾
弾
す
る
。

「
ダ
ン
ト
ン
は
い
い
服
を
着
て
い
い
家
に
住
み
い
い
女
と
暮
ら
し
、
酒
を
あ
お
り
'
銀
皿
で
鹿
肉
を
食
い
、
酔
え
ば
み
ん
な
の
女
房
や

娘
と
寝
る
。
/
ダ
ン
ト
ン
は
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
貧
乏
だ
っ
た
。
ど
こ
か
ら
あ
い
つ
は
ご
っ
そ
り
手
に
入
れ
た
ん
だ
o
/
ヴ
エ
ト
I
が

王
位
を
守
っ
て
も
ら
お
う
と
あ
い
つ
を
買
収
し
た
か
ら
よ
。
/
オ
ル
レ
ア
ン
公
が
王
位
を
横
取
り
し
た
く
っ
て
あ
い
つ
に
贈
っ
た
か
ら
よ
。

/
み
ん
な
を
裏
切
れ
っ
て
外
国
人
が
そ
そ
の
か
し
た
か
ら
よ
。
/
い
い
か
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
は
何
を
持
っ
て
る
?
　
正
直
者
の
ロ
ベ
ス

ピ
エ
ー
ル
は
。
み
ん
な
よ
-
承
知
の
は
ず
だ
。
」
　
(
B
D
T
5
4
1
)
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ダ
ン
ト
ン
を
吊
し
上
げ
る
こ
の
激
し
い
調
子
は
、
広
場
に
い
る
「
群
集
」
た
ち
に
た
ち
ま
ち
伝
わ
り
、
今
度
は
,
全
員
が
「
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー
ル
万
歳
!
　
裏
切
り
者
を
倒
せ
!
」
(
B
D
T
5
4
2
)
と
合
唱
す
る
。

こ
の
場
面
で
も
ま
た
へ
「
巨
大
な
群
集
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
前
面
に
出
す
。
右
の
市
民
の
台
詞
は
ダ
ン

ト
ン
の
物
質
的
な
豊
か
さ
の
み
を
集
中
的
に
攻
撃
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
が
、
「
巨
大
な
群
集
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
を

こ
と
ご
と
く
刺
激
し
、
怒
り
と
憎
悪
を
あ
お
り
'
こ
れ
が
ダ
ン
ト
ン
処
刑
に
な
び
-
決
定
的
で
唯
一
の
要
因
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
第
一

幕
二
場
の
群
集
場
面
と
同
様
、
理
念
も
な
け
れ
ば
遺
徳
も
な
い
。
は
た
し
て
、
国
王
や
オ
ル
レ
ア
ン
公
や
外
国
人
た
ち
と
ダ
ン
ト
ン
は
実

際
に
結
託
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
ら
を
事
実
と
し
て
確
認
で
き
る
証
拠
が
あ
る
の
か
。
む
し
ろ
へ
そ
れ
ら
は
噂
や
デ
マ
の
段
階
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
「
巨
大
な
群
集
」
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
。
自
分
た
ち
は
食
う
も
の
も
な
-
腹
を
空
か
せ
て
い
る
、
こ
の
一

点
だ
け
は
事
実
な
の
だ
か
ら
。

こ
の
第
三
幕
九
場
か
ら
十
場
の
流
れ
は
'
劇
全
体
か
ら
見
て
も
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
'
こ
の
劇
の
題
名
で
あ
る

「
ダ
ン
ト
ン
の
死
」
が
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
こ
こ
に
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
も
登
場
さ
せ
な
い
。

「
巨
大
な
群
集
」
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
あ
の
狂
暴
で
気
紛
れ
な
「
巨
大
な
群
集
」
が
ダ
ン
ト
ン
の
死
を
決
定
し
て
い
く
様
子
を
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
I
は
こ
の
場
で
し
っ
か
り
と
描
い
た
の
で
あ
る
。

「
群
集
」
の
動
き
を
中
心
に
し
て
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
を
読
み
解
-
。
す
る
と
、
一
つ
の
鮮
明
な
歴
史
観
が
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。
そ

れ
は
、
歴
史
を
動
か
し
歴
史
を
決
定
し
歴
史
を
支
配
す
る
主
体
は
、
こ
の
劇
で
は
'
ダ
ン
ト
ン
や
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
や
サ
ン
,
ジ
ュ
ス
と

い
う
「
一
部
の
個
人
」
で
は
な
-
「
巨
大
な
群
集
」
だ
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
ダ
ン
ト
ン
と
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
戦
い
な
ど
、
実
質
的
に

は
何
の
意
味
も
な
い
し
何
の
力
に
も
な
ら
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
あ
ぶ
-
」
ど
う
し
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
波
の

別
号
あ
ほ
う
だ
ろ
う
O
 
'
そ
し
て
そ
の
波
の
動
き
を
作
り
出
す
の
は
こ
の
劇
で
は
「
巨
大
な
群
集
」
で
あ
る
O
つ
ま
り
、
ダ
ン
ト
ン
や
ロ
ベ
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ス
ピ
エ
ー
ル
な
ど
の
「
一
部
の
個
人
」
が
こ
の
劇
の
主
役
で
は
な
-
'
「
巨
大
な
群
集
」
こ
そ
主
役
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
六
〇

社
会
変
革
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
い
-
つ
か
の
手
紙
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
主
張
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
群
集
場
面
。
こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
「
正
当
化
し
安
心
さ
せ
る
こ
と
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
家

族
宛
の
手
紙
の
全
般
的
な
目
的
で
あ
る
」
と
断
定
す
る
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
の
見
解
は
疑
問
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
家
族
宛
で
あ
ろ
う
と
'

婚
約
者
や
グ
ッ
コ
-
宛
て
で
あ
ろ
う
と
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
い
つ
も
一
貫
し
て
、
「
一
部
の
個
人
」
の
社
会
変
革
運
動
を
「
無
駄
な
愚
行
」

と
言
い
「
大
衆
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
欲
求
」
し
か
社
会
変
革
を
招
か
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
主
張
は
　
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』

に
も
鮮
明
に
認
め
ら
れ
る
。

そ
う
な
る
と
'
「
子
供
た
ち
の
革
命
ご
っ
こ
」
と
書
い
た
一
八
三
三
年
六
月
付
け
の
手
紙
は
、
「
み
せ
か
け
の
嘘
」
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
'

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
歴
史
観
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
書
簡
だ
と
見
な
せ
る
。
両
親
を
安
心
さ
せ
る
た
め
の
嘘
な
ど
で
は
な
く
、
む
し

ろ
へ
　
「
新
し
い
時
代
」
　
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
率
直
に
書
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
手
紙
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
の
二
日
後
の
一
八
三
三
年
四
月
五
日
付
け
で
両
親
に
書
き
送
っ

た
手
紙
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
手
紙
の
中
で
彼
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
ぼ
-
は
事
件
に
関
与
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
今
後
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
種
の
事
件
に
も
関
与
し
な
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
'
認
め
て
い
な
い
か
ら
と
か
恐
い
か
ら
だ
と
か
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
た
だ
、
現
在
の
時
点
で
は

ど
ん
な
革
命
運
動
も
無
駄
な
試
み
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
自
ら
の
権
利
の
た
め
に
戦
う
準
備
が
で
き
て
い
る

と
見
て
い
る
者
た
ち
の
思
い
上
り
に
は
付
き
合
え
な
い
か
ら
だ
け
で
す
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
は
そ
の
よ
う
な
愚
か
な
意
見
の
結
果
で

あ
り
、
そ
の
誤
り
の
償
い
は
重
い
も
の
で
し
た
。
」
六
1
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こ
こ
で
も
へ
結
局
の
と
こ
ろ
主
張
は
同
じ
だ
ろ
う
。
「
巨
大
な
群
集
」
が
動
か
ぬ
限
り
革
命
は
起
き
な
い
。
「
一
部
の
個
人
」
が
先
頭
を

切
っ
て
旗
を
振
っ
た
と
し
て
も
、
機
が
熟
さ
な
け
れ
ば
「
無
駄
な
試
み
」
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時
点
で
ド
イ
ツ
の
「
巨
大
な
群

集
」
が
動
き
出
す
準
備
が
で
き
て
い
た
と
判
断
し
た
の
は
「
思
い
上
が
り
」
だ
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
批
判
し
,
そ
の
読
み
違
え
の
た
め
に

蜂
起
は
無
残
に
も
失
敗
し
た
の
だ
と
冷
静
に
分
析
し
て
い
る
。
要
点
は
、
社
会
の
変
革
が
起
こ
る
と
す
れ
ば
「
巨
大
な
群
集
の
ど
う
に
も

な
ら
な
い
欲
求
」
か
ら
だ
け
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
三
カ
月
後
の
両
親
宛
の
手
紙
は
、
自
ら
の
こ
の
認
識
を
再
確
認
し
た
も

の
だ
と
見
な
せ
る
。

そ
れ
で
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
ヴ
ァ
イ
デ
ィ
ッ
ヒ
等
と
と
も
に
こ
の
後
な
ぜ
人
権
協
会
を
組
織
し
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
配
布
す
る
運
動
に
加
わ
っ
た
の
か
ー
H
-
ァ
ー
マ
イ
ア
I
の
見
解
を
批
判
す
る
と
す
れ
ば
こ
の
問
題
が
残
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
場
で

は
と
て
も
論
じ
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
右
に
引
用
し
た
手
紙
と
の
関
連
で
一
つ
だ
け
考
え
て
み
た
い
。

『
伝
記
的
そ
し
て
政
治
的
疑
問
、
《
ダ
ン
ト
ン
の
死
》
。
ヘ
ッ
セ
ン
の
民
主
主
義
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ル
ツ
、
お
よ
び
、
ゲ
オ
ル
ク
・

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
と
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ツ
ヒ
・
ヴ
ァ
イ
デ
ィ
ツ
ヒ
に
つ
い
て
の
彼
の
文
書
』
(
完
八
三
年
)
六
二
と
い
う
論

文
で
'
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ラ
ー
プ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
政
治
学
者
お
よ
び
社
会
学
者
で
後
に
マ
ル
ク
ス

に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
う
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
ル
ツ
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
交
流
に
彼
は
注
目
し
、
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
の
結
果
を

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
シ
ュ
ル
ツ
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
こ
う
述
べ
る
。

「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
し
か
し
こ
の
失
敗
に
気
を
落
と
さ
な
か
っ
た
。
他
の
多
-
の
者
た
ち
だ
っ
た
ら
失
望
の
あ
ま
り
民
衆
に
背
を
向
け

て
い
た
だ
ろ
う
に
へ
こ
の
革
命
的
な
詩
人
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
『
若
い
農
夫
た
ち
が
政
治
的
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
読
む
よ
り
も
恋
人

の
と
こ
ろ
へ
行
き
た
が
る
』
の
を
彼
は
理
解
し
'
『
貧
窮
が
ま
だ
充
分
に
ひ
ど
-
は
な
い
』
と
そ
こ
か
ら
結
論
付
け
た
。
と
い
う
の
も
,
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革
命
の
権
利
は
民
衆
の
側
に
あ
る
と
彼
は
思
っ
て
い
た
の
で
、
『
革
命
を
し
な
い
の
も
ま
た
彼
ら
の
権
利
だ
と
思
っ
て
い
た
』
　
か
ら
で
あ

る

。

」

　

(

G

H

2

3

6

)

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
落
胆
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
'
「
貧
窮
が
ま
だ
充
分
に
ひ
ど
-
は
な
い
」
　
(
d
a
B
d
i
e
N
o
t
n
o
c
h
n
i
c
h
t
g
r
o
B
g
e
n
u
g

s
e
n
　
と
の
結
論
を
下
し
た
と
シ
ュ
ル
ツ
は
伝
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
'
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
　
の
起
草
お
よ
び
配
布
を
考
え
る
上
で
一

つ
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
ヘ
ッ
セ
ン
の
急
使
』
　
で
「
巨
大
な
群
集
」
　
の
一
斉
蜂
起
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
思
い
描
い
て
い
た

の
で
は
な
い
。
先
の
手
紙
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
現
時
点
で
」
「
ド
イ
ツ
人
た
ち
は
自
ら
の
権
利
の
た
め
に
戦
う
準
備
が
で
き
て
い
る
」

か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
活
動
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
「
巨
大
な
群
集
」
　
の
反
応
の
結
果
を
冷
静

に
受
け
と
め
た
。
こ
う
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

「
巨
大
な
群
集
」
だ
け
が
社
会
変
革
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
は
、
書
簡
で
も
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
で
も
鮮
明
に
認
め
ら
れ
る
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
I
の
一
貫
し
た
認
識
で
あ
る
と
思
え
る
。
こ
う
し
た
歴
史
認
識
は
、
し
か
し
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
に
の
み
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

一
つ
の
例
と
し
て
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
を
挙
げ
た
い
。
彼
は
あ
の
有
名
な
『
回
想
録
』
　
の
中
で
、
一
七
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
横
目
に
見
な

が
ら
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
現
在
'
フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
祖
国
だ
ろ
う
か
?
　
な
る
ほ
ど
、
今
ま
で
も
し
ば
し
ば
逮
捕
を
旨
と
し
た
封
印
状
政
治
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
憎
む
べ
き
専
制
政
治
の
不
愉
快
さ
を
見
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
そ
れ
は
ひ
と
り
の
国
王
の
専
制
だ
っ
た
。
し
か
し
今

後
の
フ
ラ
ン
ス
は
民
衆
の
専
制
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
」
六
三
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怪
し
げ
な
カ
バ
ラ
の
魔
術
を
操
り
、
貴
族
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
、
貴
族
と
交
わ
り
、
自
ら
も
貴
族
に
近
い
と
感
じ
て
い
た
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ

に
と
っ
て
、
7
七
八
九
年
の
民
衆
の
1
斉
蜂
起
は
苦
々
し
い
思
い
し
か
感
じ
さ
せ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
し
た

立
場
か
ら
の
観
察
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
r
回
想
録
』
　
の
こ
の
言
葉
は
1
人
の
同
時
代
人
の
貴
重
な
証
言
と
な
る
。

カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
は
こ
こ
で
、
革
命
以
前
は
「
ひ
と
り
の
国
王
の
専
制
だ
っ
た
」
と
言
い
、
革
命
以
後
は
、
「
民
衆
の
専
制
が
ど
ん
な
も
の

で
あ
る
か
を
見
せ
て
-
れ
る
だ
ろ
う
」
と
冷
や
や
か
に
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
す
ぐ
後
に
、
そ
の
「
民
衆
の
専
制
」
に
つ
い
て
手
厳
し
く

役
は
こ
う
批
判
す
る
。

「
そ
れ
は
、
つ
ね
に
は
め
を
外
し
、
残
忍
で
、
感
情
を
抑
え
得
な
い
民
衆
の
政
治
で
、
彼
ら
は
群
れ
集
ま
り
、
絞
首
刑
を
行
な
い
へ
首

を
切
り
'
民
衆
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
意
見
を
あ
え
て
言
う
も
の
を
暗
殺
す
る
の
で
あ
る
。
」
六
四

一
七
八
九
年
を
境
に
時
代
は
変
わ
っ
た
。
「
ひ
と
り
の
国
王
の
専
制
」
か
ら
「
民
衆
の
専
制
」
　
へ
と
移
り
、
そ
の
「
民
衆
の
政
治
」
と

い
う
の
は
'
群
れ
集
ま
り
、
つ
ね
に
は
め
を
外
し
、
反
対
意
見
を
言
う
者
が
い
れ
ば
そ
の
首
を
切
る
。
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
は
こ
う
言
い
切
る
。

所
詮
、
女
惚
し
の
戯
言
。
甘
-
見
た
と
こ
ろ
で
、
せ
い
ぜ
い
が
、
プ
チ
・
プ
ル
の
民
衆
に
対
す
る
恐
怖
と
嫌
悪
。
そ
う
見
る
こ
と
も
可
能

だ
ろ
う
。
い
や
、
こ
れ
が
一
般
的
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
　
『
タ
ン
ト
ン
の
死
』
　
で
描
-
「
群
集
」
と
こ
の
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
の
言
葉
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
に
わ

か
に
共
通
点
が
浮
き
上
が
る
。
通
り
す
が
り
の
若
者
に
対
す
る
リ
ン
チ
の
場
面
が
そ
う
だ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
で
は

反
対
意
見
は
お
ろ
か
、
ハ
ン
カ
チ
一
枚
で
も
う
絞
首
刑
の
反
逆
罪
だ
し
、
気
の
利
い
た
〓
昌
で
無
罪
放
免
で
あ
る
。
そ
の
「
群
集
」
の
姿

は
、
ま
さ
に
へ
　
「
つ
ね
に
は
め
を
外
し
、
残
忍
で
、
感
情
を
抑
え
得
」
ず
、
「
彼
ら
は
群
れ
集
ま
り
、
絞
首
刑
を
行
な
い
、
首
を
切
り
へ
　
民

衆
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
意
見
を
あ
え
て
言
う
も
の
を
暗
殺
す
る
」
と
い
う
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
の
言
葉
と
驚
-
ほ
ど
符
合
す
る
。
そ
し
て
、
狂
暴



74

で
気
紛
れ
な
こ
の
「
群
集
」
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
劇
で
は
ダ
ン
ト
ン
の
死
を
決
定
す
る
。
こ
れ
を
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
の
言
葉
で
言
い
直
せ
ば
、

「
ひ
と
り
の
国
王
の
専
制
」
で
は
な
-
「
民
衆
の
専
制
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
新
し
い
時
代
」
で
は
「
ひ
と
り
の
国
王
」
が
歴
史
を
動
か
す
の
で
は
な
-
「
群
集
」
が
歴
史
を
支
配
す
る
。
そ
れ
を
妖
悪
感
を
も
っ

て
見
る
か
否
か
の
違
い
は
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
も
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
歴
史
の
舞
台
の
主
役
に
躍
り
出
た

「
群
集
」
に
目
を
向
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
実
証
的
な
研
究
を
重
ん
じ
る
H
　
　
　
マ
イ
ア
I
は
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
家
族
の
不
安
を
伝
え
る
資
料
を
並
べ
へ
「
正
当
化

し
安
心
さ
せ
る
こ
と
が
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
家
族
宛
の
手
紙
の
全
般
的
な
目
的
で
あ
る
」
と
見
て
、
そ
こ
に
は
「
み
せ
か
け
の
嘘
」
が
あ
る

と
断
定
し
た
。
し
か
し
、
資
料
の
選
択
お
よ
び
そ
の
最
終
的
な
判
断
に
は
彼
の
主
観
が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
実
証
的
と
い
う
言

葉
は
現
在
の
と
こ
ろ
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
姿
勢
は
研
究
の
正
確
さ
と
質
を
高
め
る
上
で
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
ど
う
し
て
も
必
要
な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
資
料
の
扱
い
や
最
終
的
な
結
論
の
段
で
は
依
然

と
し
て
論
者
の
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
家
族
宛
へ
の
手
紙
を
問
題
に
し
た
H
-
S
　
マ
イ
ア
I
の
論
文
は
そ
の
こ
と
を

明
瞭
に
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
仕
事
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
文
学
作
品
と
し
て
こ
れ
ま
で
出
版
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
へ
の

文
献
学
的
な
批
判
で
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
史
の
上
か
ら
見
れ
ば
'
こ
ち
ら
の
方
が
は
る
か
に
意
義
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

『
テ
ク
ス
ト
+
ク
リ
テ
ィ
ク
』
シ
リ
ー
ズ
の
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
 
E
j
』
　
(
l
九
八
1
年
)
　
に
お
さ
め
ら
れ
た
論
文
冒
ユ
ー
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ヒ
ナ
-
研
究
の
最
近
の
諸
傾
向
に
つ
い
て
。
第
二
部
』
六
五
の
冒
頭
で
、
従
来
の
テ
ク
ス
ト
の
問
題
点
を
彼
は
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
れ
を

要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(
こ
'
内
容
の
分
析
に
し
ろ
形
式
の
分
析
に
し
ろ
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
方
向
を
決
め
た
従
来
の
研
究
は
、
無
批
判
に
編
集
さ
れ
た

テ
ク
ス
ト
に
も
と
づ
-
も
の
で
、
信
頼
の
お
け
る
テ
ク
ス
ト
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
。

≡
)
へ
原
典
に
も
と
づ
き
注
釈
の
付
い
た
完
全
な
全
集
が
ま
だ
出
版
さ
れ
て
い
な
い
。

(
≡
)
へ
伝
記
、
作
品
、
受
容
に
関
す
る
十
分
な
資
料
の
裏
付
け
が
欠
如
し
て
い
る
。

(
四
)
へ
歴
史
的
へ
文
学
史
的
'
伝
記
的
前
提
や
関
係
に
関
す
る
納
得
の
い
-
概
説
や
役
~
に
立
つ
手
引
書
が
な
い
。

(
T
M
M
T
-
I
I
2
6
5
)

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
に
と
っ
て
、
こ
の
四
つ
の
指
摘
は
画
期
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
ー
H
-
S
-
マ
イ
ア
I
は
こ
こ
で
、
信
頼
で
き
る

ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
全
集
を
編
纂
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
-
訴
え
て
い
る
。
資
料
で
客
観
的
に
裏
付
け
ら
れ
る
事
実
、
そ
の
事
実
に
も
と
づ

い
た
注
釈
。
こ
う
し
た
こ
と
を
三
ひ
と
つ
き
ち
ん
と
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
全
集
が
で
き
る
。
そ
れ
を
,
こ
れ
ま
で
の
ビ
ュ
ー

ヒ
ナ
-
研
究
は
ま
だ
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
当
然
出
る
べ
-
し
て
出
た
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降

の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
は
'
多
か
れ
少
な
か
れ
、
彼
の
提
唱
し
た
こ
の
四
つ
の
こ
と
が
ら
に
縛
ら
れ
る
。
冒
頭
で
こ
う
提
唱
し
た
後
で
、

H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
は
、
従
来
の
テ
ク
ス
ト
の
編
纂
の
歴
史
を
概
観
し
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
問
題
点
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
。
レ
-

マ
ン
の
編
纂
し
た
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
批
判
は
こ
と
の
ほ
か
厳
し
い
。
い
-
つ
も
の
資
料
に
も
と
づ
い
た
事
実
を
提
示
し
、
レ
-
マ
ン
版

の
注
釈
が
事
実
と
い
か
に
相
違
し
て
い
る
か
を
つ
ま
び
ら
か
に
示
し
、
あ
わ
せ
て
'
個
々
の
単
語
の
読
み
や
プ
ン
ク
ト
の
付
け
方
に
至
る

ま
で
誤
り
の
例
を
挙
げ
る
。
そ
の
中
で
も
と
-
に
問
題
に
し
た
の
は
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
"
H
-
S
-
マ
イ
ア
I
に
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よ
れ
ば
、
当
時
出
版
さ
れ
た
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
テ
ク
ス
ト
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
友
人
の
シ
ュ
テ
ー
パ
ー
と
ブ
ラ
ウ
ン
に
献
本
し
た
と

い
う
。
そ
の
際
に
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
は
い
く
つ
か
手
書
き
で
書
き
込
み
を
入
れ
た
。
レ
-
マ
ン
は
そ
の
書
き
込
み
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ク

ス
ト
に
取
り
入
れ
、
こ
れ
を
『
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
　
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
提
示
し
て
い
る
と
い
う
(
T
M
M
T
-
I
I
2
7
7
)
-
H
・
ァ
　
マ
イ

ア
I
が
容
赦
し
な
い
の
は
、
文
献
学
的
に
暖
味
な
こ
の
よ
う
な
レ
-
マ
ン
の
姿
勢
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
に
関
し
て
は
、
一
九
八
1
年
に
出
た
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
(
ゲ
ル
バ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
編

慕
)
六
六
が
原
典
に
最
も
忠
実
だ
と
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
は
考
え
、
こ
れ
を
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
・
ア
ウ
ス
ガ
-
ベ
　
(
略
号
W
A
)
と
名
付
け
、

こ
の
版
に
な
っ
て
初
め
て
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
の
き
ち
ん
と
し
た
テ
ク
ス
ト
が
で
き
た
と
言
い
切
る
　
(
T
M
M
T
-
I
I
2
9
1
)
C
　
し
か
し
、

こ
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
ど
う
読
む
の
か
、
そ
こ
に
も
や
は
り
問
題
は
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
々
、
こ
の
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
が
中

心
に
な
っ
て
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
全
集
が
出
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
全
集
の
完
結
を
目
下
の
と
こ
ろ
へ
　
世
界
中
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
者

が
待
ち
望
ん
で
い
る
。

そ
の
前
の
段
階
な
の
で
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
の
論
を
進
め
る
に
あ
た
り
本
論
で
は
'
一
応
、
レ
-
マ
ン
の
編
纂
し
た
テ
ク
ス
ト
を

用
い
'
あ
わ
せ
て
ボ
ル
ン
シ
オ
イ
ア
-
版
、
六
七
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
・
ア
ウ
ス
ガ
-
ベ
も
参
照
し
た
ー
H
-
S
ォ
マ
イ
ア
-
の
全
集
が
出
た

段
階
で
'
こ
の
間
題
は
充
分
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
テ
ク
ス
ト
+
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
』
　
シ
リ
ー
ズ
で
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
-
が
果
た
し
た
功
績
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
史
上
で
は
測
り
知
れ

な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
と
に
'
一
九
七
九
年
に
出
版
さ
れ
た
　
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
 
I
/
H
』
　
は
、
彼
の
単
著
と
言
っ
て
も
い

い
ほ
ど
に
彼
の
論
文
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
彼
が
編
集
者
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
と
な
っ
て
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-

年
鑑
』
第
言
号
が
1
九
八
1
年
に
出
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
、
こ
の
雑
誌
が
世
界
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
中
心
と
な
る
。
そ
う
見
れ
ば
'

ま
さ
に
へ
　
現
代
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
基
盤
を
整
え
た
研
究
者
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
。
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【
デ
ッ
ト
ナ
ー
】

H
-
S
　
マ
イ
ア
I
と
並
ぶ
も
う
一
人
の
重
要
な
研
究
者
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
・
デ
ッ
ト
ナ
-
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
マ
ー
ル
プ
ル
ク
大
学

に
拠
点
を
置
く
。

冒
ユ
ー
ヒ
ナ
I
年
鑑
』
第
八
巻
(
T
九
九
五
年
)
　
に
発
表
さ
れ
た
冒
ユ
ー
ヒ
ナ
-
の
《
レ
ン
ツ
¥
ア
ク
ス
ト
発
生
の
再
現
』
六
八
に

は
彼
の
研
究
方
法
の
特
徴
が
よ
-
出
て
い
る
。
素
材
と
の
密
着
度
・
時
間
経
過
・
語
り
の
構
造
の
三
つ
の
観
点
か
ら
『
レ
ン
ツ
』
を
分
析

し
'
創
作
過
程
に
応
じ
て
こ
の
短
篇
を
三
段
階
に
分
解
す
る
o
目
新
し
い
点
は
、
彼
自
ら
が
「
B
e
r
i
c
h
t
p
a
s
s
a
g
e
」
(
D
L
9
)
と
名
付
け

た
部
分
の
解
釈
だ
ろ
う
0
そ
の
部
分
と
は
、
「
彼
の
状
態
は
そ
の
う
ち
ま
す
ま
す
絶
望
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
」
(
G
L
2
7
)
と
い
う

文
か
ら
始
ま
り
へ
「
彼
は
し
ば
し
ば
壁
に
頭
を
ぶ
つ
け
た
、
さ
も
な
け
れ
ば
へ
自
分
の
体
に
激
し
い
肉
体
的
苦
痛
を
加
え
た
」
(
G
L
2
9
)

と
い
う
文
で
終
わ
る
一
つ
の
段
落
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
は
、
「
彼
に
は
憎
し
み
も
な
け
れ
ば
、
愛
も
な
く
'
希
望
も
な
か
っ
た
、
恐
ろ

し
い
空
虚
だ
け
だ
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
空
虚
を
満
た
そ
う
と
す
る
拷
問
の
よ
う
な
苛
立
ち
が
あ
っ
た
」
(
G
L
2
7
)
'
「
自
分
の
し
て
い
る

こ
と
に
は
意
識
は
あ
っ
た
'
し
か
し
そ
の
自
分
を
動
か
す
も
の
は
内
面
的
な
本
能
だ
っ
た
」
(
G
L
2
7
)
'
「
自
分
が
1
人
き
り
で
存
在
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
気
が
し
た
、
世
界
は
た
だ
自
分
の
空
想
の
中
に
し
か
な
く
自
分
の
他
に
は
な
に
も
な
く
自
分
は
永
遠
に
呪
わ
れ

た
も
の
、
サ
タ
ン
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
'
自
ら
の
身
と
心
を
苛
む
想
像
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
1
人
き
り
で
」
(
G
L
2
8
)
等
の
文
が

あ
る
。デ

ッ
ト
ナ
I
は
、
こ
の
箇
所
は
「
報
告
し
説
明
す
る
語
り
の
形
式
で
」
(
m
i
t
e
i
n
e
r
r
e
f
e
r
i
e
r
e
n
d
-
e
r
k
l
a
r
e
n
d
e
n
E
r
z
a
h
l
f
o
r
m
,
D
L
9
)

書
か
れ
た
も
の
で
、
他
の
部
分
か
ら
浮
き
出
て
お
り
へ
　
こ
れ
を
「
補
遺
」
(
d
i
e
P
a
r
a
l
i
p
o
m
e
n
a
,
D
L
6
8
)
と
し
て
考
え
て
み
て
は
ど
う

か
と
提
案
す
る
。
要
す
る
に
へ
　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
の
テ
ク
ス
ト
の
H
3
(
「
教
授
の
中
庭
」
へ
「
白
痴
、
子
供
へ
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
」

の
二
つ
の
場
面
。
こ
の
二
つ
の
場
面
は
他
の
場
面
と
は
つ
な
が
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
お
り
'
通
常
、
補
遺
の
よ
う
な
形
で
扱
わ
れ
る
)
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に
相
当
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
。

こ
の
提
案
に
は
い
-
つ
か
問
題
が
あ
る
。
素
材
へ
の
依
存
度
、
時
間
の
経
過
へ
語
り
の
形
式
の
変
化
な
ど
を
物
差
し
に
し
て
'
素
材
と

作
品
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
だ
。
し
か
し
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
ど
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
テ
ク
ス
ト
を
創
作
し
た
の
か
と
い

ぅ
こ
と
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
こ
の
種
の
議
論
は
、
常
に
推
測
の
域
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
た
め
、
創
作
段
階
に
応
じ
て
三
つ
の
段
階
に
分

け
る
と
い
う
そ
の
根
拠
が
必
ず
し
も
鮮
明
に
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
決
定
的
な
問
題
が
あ
る
。
彼
が
言
う
こ
の
「
B
e
r
i
c
h
t
p
a
s
s
a
g
e
」
は
、
フ
リ
ー
デ
リ
ー
ケ
の
死
を
「
ヒ
エ
ロ
グ
リ

フ
」
(
H
i
e
r
o
g
l
y
p
h
e
n
)
を
通
し
て
確
信
し
た
と
レ
ン
ツ
が
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
に
話
す
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
o
そ
の
会
話
と
は
こ
う
で
あ
る
。

「
牧
師
さ
ま
へ
ぽ
-
が
あ
な
た
に
お
話
し
し
た
あ
の
女
性
は
死
に
ま
し
た
へ
は
い
へ
死
ん
だ
ん
で
す
'
あ
の
天
使
の
よ
う
な
人
は
。

ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
か
?
　
・

し
て
繰
り
返
し
た
、
は
い
へ
　
死
ん
だ
ん
で
す
・

・
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
で
す
'
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
・

・
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
で
す
O
」
　
(
G
L
2
7
)

、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
天
を
仰
ぎ
、
そ

こ
の
会
話
が
意
味
す
る
も
の
を
デ
ッ
ト
ナ
I
は
軽
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
短
篇
を
解
釈
す
る
上
で
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、

こ
こ
は
、
こ
の
短
篇
の
転
換
点
(
W
e
n
d
e
p
u
n
k
t
)
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
」
を
通
し
て
、
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
フ
リ
ー

デ
リ
ー
ケ
の
死
を
主
人
公
が
確
信
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
作
者
は
こ
の
会
話
で
明
示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
「
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
」
と
い

ぅ
の
は
'
謎
の
文
字
と
か
神
秘
的
な
記
号
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
合
理
的
に
は
説
明
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
を
通
し
て
愛
す
る
者
の

死
を
確
信
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
短
篇
の
言
葉
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
原
始
的
な
感
覚
」
を
通
し
て
人
の
死
を
直
感
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
リ
ー
デ
リ
ー
ケ
が
死
ん
だ
こ
と
を
レ
ン
ツ
は
こ
こ
で
初
め
て
本
能
的
に
直
感
し
確
信
し
た
の
だ
。

愛
す
る
者
が
死
ん
で
こ
の
世
か
ら
消
え
た
。
そ
の
後
に
は
何
も
残
ら
な
い
。
デ
ッ
ト
ナ
I
が
名
付
け
た
「
B
e
r
i
c
h
t
p
a
s
s
a
g
e
」
の
段
落
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で
作
者
が
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
主
人
公
が
「
空
虚
」
(
d
a
s
L
e
e
r
e
)
の
中
に
一
人
き
り
で
い
る
と
感
じ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
心
と
体
が
狂
っ
た
よ
う
に
ひ
と
り
で
に
動
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
何
の
こ
と
は
な
い
。
筋
は
き
わ
め
て
単
純
で
あ

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

°

　

t

る
O
愛
す
る
者
が
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1
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感
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苦
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心
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狂
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B
e
r
i
c
h
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p
a
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s
a
g
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落
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°

　

°
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°

な
が
っ
て
い
る
。
切
り
離
し
て
「
補
遺
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
作
者
の
意
図
を
著
し
く
損

な
う
。そ

の
ほ
か
、
デ
ッ
ト
ナ
I
の
『
レ
ン
ツ
』
論
は
作
品
解
釈
の
段
で
も
い
-
つ
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

ま
ず
、
退
屈
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
彼
は
、
「
時
間
感
覚
の
錯
乱
」
(
e
i
n
e
S
t
o
r
u
n
g
d
e
s
Z
e
i
t
s
i
n
n
s
,
D
L
3
8
)

と
言
い
直
し
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
「
王
政
復
古
時
代
の
世
紀
の
病
と
し
て
周
知
の
よ
う
に
同
時
代
の
文
学
の
中
で
最
も
広
汎
に
広
ま
っ

た
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
'
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
作
品
で
定
番
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
」
(
D
l
u
∞
)
と
見
る
。
こ
う
彼
が
述
べ
る
と
き
、
ど
ん

な
「
同
時
代
の
文
学
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
文
学
の
中
で
「
時
間
感
覚
の
錯
乱
」
が
定
番
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
『
レ
ン
ツ
』
の
主
人
公
の
退
屈
と
が
実
際
に
関
連
す
る
の
か
へ
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
点
か
,
そ
こ
の

論
証
は
な
い
。

さ
ら
に
、
レ
ン
ツ
の
狂
気
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
る
。
デ
ッ
ト
ナ
I
は
こ
こ
で
、
旅
か
ら
帰
っ
て
来
た
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の

非
難
が
「
狂
気
の
直
接
の
き
っ
か
け
」
で
あ
る
と
解
釈
し
た
ジ
ィ
-
ク
リ
ッ
ト
・
ダ
ム
の
論
六
九
を
援
用
す
る
(
D
L
4
8
,
5
1
)
C
そ
の
非
難

と
は
、
「
そ
の
際
に
彼
(
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
、
筆
者
注
)
は
'
父
親
の
意
に
沿
い
、
仕
事
に
就
き
、
家
に
帰
る
よ
う
に
と
彼
(
レ
ン
ツ
、
筆

者
注
)
を
諭
し
た
」
(
G
L
2
3
)
と
い
う
部
分
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
彼
女
の
論
を
彼
は
全
面
的
に
肯
定
す
る
の
で
は
な
い
.
し
か

し
、
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
こ
の
言
葉
が
レ
ン
ツ
の
破
局
を
早
め
病
状
を
悪
化
さ
せ
た
と
考
え
る
(
D
L
5
1
)
C

そ
し
て
、
レ
ン
ツ
の
狂
気
全
般
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
デ
ッ
ト
ナ
I
は
こ
こ
で
は
、
「
搾
取
す
る
シ
ス
テ
ム
の
道
徳
観
念
と
法
律
観
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念
」
(
d
e
r
M
o
r
a
1
-
u
n
d
R
e
c
h
t
s
v
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
d
e
s
A
u
s
b
e
u
t
u
n
g
s
s
y
s
t
e
m
s
)
が
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
を
縛
り
付
け
て
い
た
と
見
る
ア
ル

フ
ォ
ン
ソ
・
グ
リ
ュ
ッ
ク
の
説
七
〇
を
引
用
す
る
(
D
L
∽
∞
)
。
そ
し
て
、
こ
の
説
と
の
関
連
で
、
「
個
人
に
不
当
に
干
渉
す
る
宗
教
的
な
権

力
シ
ス
テ
ム
」
　
(
d
a
s
p
e
r
s
o
n
e
n
u
b
e
r
g
r
e
i
f
e
n
d
e
r
e
l
i
g
i
o
s
e
M
a
c
h
t
s
y
s
t
e
m
,
D
L
5
8
f
.
)
　
の
も
と
に
苦
し
む
主
人
公
の
姿
を
ビ
ュ
ー
ヒ

ナ
I
は
こ
の
短
篇
で
強
調
し
た
の
だ
と
論
じ
、
同
時
に
、
「
宗
教
的
お
よ
び
社
会
的
規
範
の
内
面
的
拘
束
」
　
(
s
e
i
n
e
 
i
n
n
e
r
e
 
B
i
n
d
u
n
g

a
n
d
i
e
r
e
l
i
g
i
o
s
e
n
u
n
d
s
o
z
i
a
l
e
n
R
e
g
e
l
n
)
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
「
解
放
の
意
志
」
'
e
i
n
E
m
a
n
z
i
p
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
e
)
が
主
人
公
に
あ
っ

た
の
だ
と
述
べ
る
(
D
L
6
0
)
c
　
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
、
『
レ
ン
ツ
』
　
の
テ
ー
マ
は
当
時
の
宗
教
的
・
社
会
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す

る
批
判
に
あ
る
と
デ
ッ
ト
ナ
I
は
解
釈
し
た
。
こ
の
主
張
は
'
「
理
想
主
義
の
時
代
が
当
時
始
ま
っ
て
い
た
」
と
い
う
一
文
か
ら
時
代
と

の
関
連
で
こ
の
短
篇
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
や
ピ
ル
ガ
I
の
先
に
紹
介
し
た
論
七
一
と
同
列
に
位
置
す
る
と
思
え
る
。

デ
ッ
ト
ナ
I
の
こ
う
し
た
論
の
基
底
に
は
、
こ
の
短
篇
は
未
完
の
断
片
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
こ
の
前
提
は
、
H
・
ァ
　
マ
イ

ア
I
に
し
て
も
、
後
に
言
及
す
る
フ
-
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ッ
シ
ュ
に
し
て
も
変
わ
り
が
な
い
。
E
-
-
S
.
マ
イ
ア
I
は
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら

れ
て
い
た
以
上
に
「
草
案
の
段
階
で
あ
り
、
省
略
的
で
あ
り
'
断
片
的
で
あ
る
」
　
(
k
o
n
z
e
p
t
a
r
t
i
g
e
r
,
e
l
l
i
p
t
i
s
c
h
e
r
u
n
d
b
r
u
c
h
s
t
u
c
k
-

h
a
f
t
e
r
,
T
M
M
T
-
I
I
2
8
0
)
　
と
言
い
、
ゲ
ル
ッ
シ
ュ
も
ま
た
「
草
案
の
段
階
」
　
(
k
o
n
z
e
p
t
a
r
t
i
g
)
　
で
あ
り
「
未
完
の
テ
ク
ス
ト
」
　
(
e
i
n

u
n
f
e
r
t
i
g
e
r
 
T
e
x
t
)
　
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
七
二
そ
の
他
の
研
究
者
で
も
こ
こ
は
共
通
し
て
い
る
.
た
と
え
ば
、
イ
ン
ゲ
・
デ
ィ
ー
ル
ゼ

ン
の
『
レ
ン
ツ
』
論
(
1
九
九
1
年
)
七
三
が
そ
う
だ
ろ
う
。
こ
の
短
篇
か
ら
1
元
的
な
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
従
来
の
解
釈
の
す
べ

て
を
彼
女
は
批
判
し
、
こ
う
述
べ
る
。
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
一
部
を
拠
り
所
に
す
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
全
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
(
d
e
r
T
e
x
t
a
l
s
G
a
n
z
e
s
)
　
は
抑
え
き
れ
な
い
」
。
そ
し
て
こ
の
後
彼
女
は
、
「
瞬
間
の
専
横
」
(
d
a
s

S
e
l
b
s
t
h
e
r
r
l
i
c
h
e
 
d
e
s
 
A
u
g
e
n
b
l
i
c
k
s
)
　
を
強
調
し
た
ゲ
ル
バ
ル
ト
・
バ
ウ
マ
ン
の
論
七
四
を
引
用
し
、
『
レ
ン
ツ
』
　
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点

か
ら
見
て
「
断
片
の
テ
ク
ス
ト
」
　
(
F
r
a
g
m
e
n
t
t
e
x
t
)
　
で
あ
る
と
断
定
す
る
　
(
D
G
1
0
8
f
f
.
)
。
要
す
る
に
、
『
レ
ン
ツ
』
　
は
断
片
の
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
か
ら
「
一
元
的
な
」
　
(
e
i
n
d
e
u
t
i
g
)
解
釈
な
ど
成
り
立
た
な
い
と
い
う
の
が
彼
女
の
見
解
の
基
本
で
あ
る
。
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m
か
に
、
従
采
の
解
釈
で
は
「
全
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
」
を
抑
え
き
れ
て
い
な
い
。
『
レ
ン
ツ
」
の
冒
頭
の
1
行
か
ら
結
末
の
最
後

の
1
行
ま
で
を
訂
-
T
つ
の
意
味
の
固
ま
り
を
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
浮
き
上
が
ら
せ
る
と
い
う
試
み
は
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
研
究
史
上
で

は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
O
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
短
詩
を
即
「
断
片
」
と
見
な
し
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
解
釈
に
と
り
か
か
っ
て
も

よ
い
の
か
。
デ
ッ
ト
ナ
-
の
r
レ
ン
ツ
』
論
は
こ
の
流
れ
に
あ
る
。
し
か
し
本
研
究
は
、
こ
の
流
れ
を
充
分
に
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
を
批

判
す
る
形
で
、
デ
ィ
ー
ル
ゼ
ン
の
言
う
「
全
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
」
を
相
手
に
『
レ
ン
ツ
』
の
意
味
の
固
ま
り
を
探
り
出
そ
う
と
す
る

試
み
と
な
る
。

そ
の
他
へ
デ
ッ
ト
ナ
-
の
論
で
注
目
す
べ
き
点
は
い
-
つ
か
あ
る
。
『
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
手
記
』
　
に
は
も
と
も
と
　
「
お
か
し
さ
」

(
S
k
u
r
r
i
l
i
t
a
t
)
が
あ
り
こ
の
本
質
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
短
篇
で
強
調
し
た
と
い
う
主
張
(
D
L
3
8
)
'
あ
る
い
は
、
『
ヴ
エ
ル
テ
ル
』
の

中
に
あ
る
「
自
殺
し
た
奴
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
『
レ
ン
ツ
』
の
文
体
お
よ
び
内
容
の
類
似
点
の
指
摘
(
D
L
6
2
)
な
ど
興
味
深
い
。
こ
と

に
後
者
は
本
研
究
と
直
接
関
連
す
る
。
し
か
し
'
デ
ッ
ト
ナ
I
は
類
似
点
を
挙
げ
る
の
み
で
、
そ
こ
か
ら
論
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
方
向

へ
は
向
か
わ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
'
「
全
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
」
を
視
野
に
入
れ
た
『
レ
ン
ツ
』
論
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
夢
や

予
感
に
つ
い
て
議
論
す
る
レ
ン
ツ
と
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
会
話
の
分
析
、
山
小
屋
の
場
面
が
短
篇
全
体
の
中
で
占
め
る
位
置
へ
女
中
の
歌
等

に
つ
い
て
の
考
察
も
不
可
欠
だ
と
思
え
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
間
で
の
関
連
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
'
も
は
や
、
未
完
の
断
片
と
は
簡
単
に
は

言
え
な
-
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
れ
以
前
の
短
篇
と
は
ま
っ
た
-
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
に
従
っ
て
場
面
と
場
面
の
関
連
が
驚
-
ほ
ど

撤
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
o
問
題
は
、
そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

そ
れ
で
は
へ
　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
を
デ
ッ
ト
ナ
I
は
ど
う
見
た
の
か
。

『
《
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
》
の
筋
、
移
り
変
わ
る
場
所
-
《
閉
じ
た
形
式
》
』
(
一
九
九
一
年
)
七
五
と
い
う
題
を
付
し
た
彼
の
論
文
は
'
こ
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の
劇
が
「
閉
じ
た
」
劇
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
ょ
う
と
し
た
点
で
注
目
に
値
す
る
。
タ
ロ
ッ
ツ
の
論
七
六
以
来
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
は

「
開
か
れ
た
」
劇
の
典
型
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
デ
ッ
ト
ナ
I
は
こ
の
ク
ロ
ッ
ツ
の
論
を
意
識
し
、
こ
れ
に
反
論
す
る
。
彼
が
関
心
を

向
け
た
の
は
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
　
の
中
に
流
れ
て
い
る
時
間
の
連
続
性
で
あ
る
。

彼
は
こ
う
言
う
。

「
『
閉
じ
た
劇
で
は
時
間
が
問
題
で
あ
る
。
開
か
れ
た
劇
で
は
問
題
で
は
な
い
』
と
い
う
(
タ
ロ
ッ
ツ
の
'
筆
者
注
)
文
が
も
し
も
正

し
い
と
す
る
な
ら
、
も
し
も
、
開
か
れ
た
劇
で
は
『
連
続
性
の
あ
る
中
断
し
な
い
出
来
事
の
発
展
』
を
示
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
'

『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
む
し
ろ
閉
じ
た
劇
と
名
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
?
」
(
D
W
1
6
5
)

こ
れ
は
、
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
　
の
研
究
史
上
で
は
画
期
的
な
主
張
で
あ
る
。
バ
ウ
マ
ン
七
七
、
さ
ら
に
'
グ
ン
ド
ル
フ
七
八
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
み
て
も
'
従
来
の
論
は
、
「
連
続
性
の
あ
る
中
断
し
な
い
出
来
事
の
発
展
」
(
e
i
n
e
 
k
o
n
t
i
n
u
i
e
r
l
i
c
h
e
,
u
n
u
n
t
e
r
b
r
o
c
h
e
n
e

G
e
s
c
h
e
h
n
i
s
e
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
)
を
否
定
し
て
き
た
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
中
か
ら
そ
れ
が
探
し
出
せ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
。

そ
れ
を
デ
ッ
ト
ナ
I
は
敢
え
て
、
「
む
し
ろ
閉
じ
た
劇
と
名
付
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
?
」
と
提
唱
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
説
明
の
段
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
論
証
し
切
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
閉
じ
た
」
(
g
e
s
c
h
H
o
s
s
e
n
;
刺

で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
、
先
の
デ
ィ
ー
ル
ゼ
ン
が
『
レ
ン
ツ
』
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
全
体
と
し

て
の
テ
ク
ス
ト
」
を
相
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
冒
頭
の
場
面
か
ら
最
後
の
場
面
ま
で
の
す
べ
て

を
検
討
し
、
そ
の
場
面
と
場
面
の
間
に
あ
る
緊
密
な
関
係
を
一
つ
残
ら
ず
す
べ
て
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
「
閉
じ
た
」

劇
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
際
の
基
本
だ
ろ
う
。
一
つ
で
も
そ
の
連
鎖
が
切
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
う
閉
じ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
従
っ

て
'
閉
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
に
は
'
途
方
も
な
い
厳
密
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
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し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
o
各
場
面
の
「
連
続
性
」
(
d
i
e
K
o
n
t
i
n
u
i
t
a
t
)
を
明
示
し
た
後
で
、
今
度
は
こ
れ
を
基
本
に
し
て
テ
ク

ス
ト
全
体
を
貫
-
三
の
明
瞭
な
「
発
展
性
」
(
d
i
e
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
)
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
そ
の
後
で
、
「
全
体
と
し

て
の
テ
ク
ス
ト
」
が
い
っ
た
い
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
こ
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
,
当

然
、
こ
う
し
た
劇
を
組
み
立
て
る
た
め
の
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
や
文
学
的
な
手
法
に
つ
い
て
の
関
心
も
不
可
欠
と
な
る
。
デ
ッ
ト
ナ
I

の
『
ヴ
ォ
イ
ツ
エ
ツ
ク
≡
宗
「
閉
じ
た
」
劇
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
あ
る
o

た
と
え
ば
、
六
場
(
マ
リ
ー
へ
鼓
手
長
)
か
ら
七
場
(
マ
リ
ー
、
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
)
へ
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
は

こ
こ
で
、
マ
リ
ー
と
鼓
手
長
が
姦
通
し
た
こ
と
を
な
ぜ
わ
か
っ
た
の
か
?
　
そ
れ
は
、
大
尉
の
と
こ
ろ
か
ら
ド
ク
タ
ー
の
と
こ
ろ
へ
と
移

動
す
る
途
中
で
、
マ
リ
ー
の
そ
ば
に
い
る
鼓
手
長
を
見
た
か
ら
で
あ
り
,
こ
れ
が
理
由
で
,
彼
は
ド
ク
タ
ー
の
と
こ
ろ
へ
行
-
の
が
遅
れ

た
の
だ
と
デ
ッ
ト
ナ
I
は
推
論
す
る
(
D
W
1
6
0
)
c
彼
は
つ
ま
り
,
「
移
り
変
わ
る
場
所
」
(
w
e
c
h
s
e
l
n
d
e
O
r
t
e
)
に
注
目
し
た
の
だ
o

そ
れ
で
は
、
十
一
場
(
料
理
屋
)
か
ら
十
二
場
(
広
野
)
へ
の
場
所
の
移
動
は
ど
う
説
明
す
る
の
か
。
鼓
手
長
と
マ
リ
ー
が
目
の
前
で

踊
る
姿
を
目
撃
し
嫉
妬
と
絶
望
に
駆
ら
れ
た
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
が
料
理
屋
か
ら
広
野
ま
で
一
気
に
走
っ
て
い
っ
た
と
推
測
す
る
の
か
。
作

者
は
し
か
し
、
そ
ん
な
ト
書
は
7
切
書
い
て
い
な
い
。
こ
こ
は
、
通
常
の
演
劇
の
組
み
立
て
か
ら
す
れ
ば
明
ら
か
に
不
連
続
で
あ
る
。
だ

か
ら
も
し
、
「
移
り
変
わ
る
場
所
」
に
注
目
し
な
が
ら
「
閉
じ
た
」
劇
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の

場
面
の
間
に
あ
る
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
デ
ッ
ト
ナ
I
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言

及
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
へ
デ
ッ
ト
ナ
I
は
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
を
こ
う
解
釈
す
る
。

「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
(
-
・
)
空
間
全
体
と
し
て
の
世
界
の
多
様
性
を
提
示
し
た
の
で
は
な
-
,
特
徴
的
な
部
分
を
切
り
取
る
こ
と

で
も
ひ
と
り
の
人
間
が
狂
気
や
殺
人
に
駆
ら
れ
て
い
-
様
を
示
し
た
。
そ
の
敵
対
者
は
命
の
最
後
の
一
滴
ま
で
搾
り
取
る
社
会
で
あ
り
,
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個
々
の
場
面
は
労
働
の
日
々
'
精
神
的
な
発
展
へ
　
殺
人
行
為
の
各
部
と
し
て
互
い
に
結
び
付
い
て
い
る
o
」
　
(
D
W
1
6
7
1
)

こ
の
見
解
は
タ
ロ
ッ
ツ
へ
の
批
判
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
タ
ロ
ッ
ツ
は
、
「
全
体
と
し
て
の
切
り
取
っ
た
断
片
」
　
(
A
u
s
s
c
h
n
i
t
t
e
n

a
l
s
G
a
n
z
e
s
)
　
が
「
閉
じ
た
劇
」
　
(
d
a
s
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
D
r
a
m
a
)
　
で
あ
り
、
「
切
り
取
っ
た
断
片
で
の
全
体
」
　
(
d
a
s
G
a
n
z
e
i
n
A
u
s
s
c
h
-

n
i
t
t
e
n
)
が
「
開
い
た
劇
」
(
d
a
s
o
f
f
e
n
e
D
r
a
m
a
)
　
で
あ
る
と
述
べ
る
　
(
K
G
O
2
1
6
,
2
1
8
)
c
　
そ
し
て
「
開
い
た
劇
」
で
は
、
「
空
間
全

体
と
し
て
の
世
界
の
多
様
性
が
、
切
り
取
っ
た
断
片
で
、
開
か
れ
て
、
飽
-
こ
と
な
-
呼
び
出
さ
れ
て
お
り
」
、
「
個
々
の
場
面
は
全
体
に

対
し
て
豊
か
で
直
接
的
な
関
係
に
あ
る
」
と
続
け
る
　
(
K
G
O
2
1
9
-
2
2
1
)
c
要
は
、
「
閉
じ
た
劇
」
は
そ
れ
自
体
で
1
つ
の
世
界
を
作
っ
て

し
ま
う
が
'
「
開
い
た
劇
」
で
は
、
1
つ
ひ
と
つ
の
場
面
が
世
界
の
「
多
様
性
」
　
(
d
i
e
M
a
n
n
i
g
f
a
l
t
i
g
k
e
i
t
)
　
も
し
-
は
　
「
全
体
」
　
(
d
a
s

G
a
n
z
e
)
　
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
閉
じ
た
」
あ
る
い
は
「
開
い
た
」
と
彼
が
名
付
け
る
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
デ
ッ
ト
ナ
I
が
右
の
引
用
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
世
界
の
漠
然
と
し
た
「
多
様
性
」
や
「
全
体
」
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-

は
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
で
提
示
し
た
の
で
は
な
-
'
「
命
の
最
後
の
一
滴
ま
で
搾
り
取
る
社
会
」
　
の
中
で
「
ひ
と
り
の
人
間
が
狂
気
や

殺
人
に
駆
ら
れ
て
い
-
様
を
示
し
た
」
　
の
だ
と
具
体
的
に
限
定
し
た
。
つ
ま
り
'
現
実
の
社
会
的
状
況
が
主
人
公
を
狂
気
や
殺
人
へ
と
追

い
込
ん
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
で
も
な
い
t
 
H
・
マ
イ
ア
I
や
八
〇
年
代
の
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
が
主
張
し
た
こ
と
で
も
あ
る
。

事
実
、
「
我
々
の
外
に
あ
る
」
(
a
u
B
e
r
u
n
s
l
i
e
g
e
n
)
「
状
況
」
(
U
m
s
t
a
n
d
e
)
を
強
調
す
る
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン
の
八
〇
年
代
の
論
七
九
を
デ
ッ

ト
ナ
I
は
右
の
文
の
す
ぐ
後
に
引
用
し
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
　
(
D
W
1
6
8
)
C

そ
う
な
る
と
、
デ
ッ
ト
ナ
I
の
論
は
'
時
間
の
流
れ
の
連
続
性
・
場
所
の
移
動
の
連
続
性
・
搾
取
す
る
現
実
社
会
と
の
対
応
と
い
う
三

つ
の
観
点
か
ら
閉
じ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
試
み
だ
と
言
え
る
。
そ
の
『
ヴ
オ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
の
解
釈
の
基
本
は
'
い
わ
ゆ

る
社
会
史
的
立
場
に
立
つ
従
来
の
論
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。

デ
ッ
ト
ナ
I
の
こ
の
方
法
の
一
番
の
問
題
点
は
、
「
夢
や
予
感
」
な
ど
の
合
理
的
に
は
説
明
し
き
れ
な
い
主
人
公
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
の
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感
覚
に
つ
い
て
ま
っ
た
-
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
、
社
会
史
的
立
場
に
立
つ
研
究
者
た
ち
と
共
通
し
て
い
る
。

デ
ッ
ト
ナ
I
の
作
品
解
釈
が
最
終
的
に
は
彼
ら
の
解
釈
と
同
一
の
地
点
に
落
ち
着
い
た
の
も
必
然
で
、
そ
の
原
因
も
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ

る
。
そ
し
て
、
主
人
公
の
本
能
的
な
感
覚
に
注
目
し
続
け
な
い
か
ぎ
り
「
開
い
た
劇
」
で
あ
る
と
見
る
定
説
を
批
判
す
る
核
が
見
つ
か
ら

な
い
。
こ
こ
に
目
を
向
け
な
い
か
ぎ
り
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
の
テ
ク
ス
ト
全
体
が
閉
じ
て
い
る
こ
と
を
立
証
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
'
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
へ
こ
の
デ
ッ
ト
ナ
I
の
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
論
に
し
ろ
先
に
紹
介
し
た
ボ
ッ
シ
ュ
マ
ン

の
「
記
号
」
に
注
目
し
た
論
三
。
に
し
ろ
、
も
し
か
し
た
ら
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
は
閉
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
第
一

線
に
立
つ
研
究
者
の
問
か
ら
出
て
き
た
。
こ
れ
は
新
し
い
傾
向
と
言
え
る
だ
ろ
う
0

【
ゲ
ル
ツ
シ
ュ
】

マ
ー
ル
プ
ル
ク
学
派
の
研
究
者
と
し
て
'
も
う
一
人
紹
介
し
た
い
。
フ
-
ベ
ル
ト
・
ゲ
ル
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
彼
は
マ
ー
ル
プ
ル
ク
大
学

に
は
所
属
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
H
-
ァ
　
マ
イ
ア
I
や
デ
ッ
ト
ナ
I
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
章

で
扱
う
。

一
九
八
四
年
に
「
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
」
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
レ
ン
ツ
』
の
テ
ク
ス
ト
八
一
の
編
纂
、
そ
の
素
材
と
な
っ
た
『
オ
ー
ベ

ル
リ
ン
の
手
記
』
に
対
す
る
文
献
学
的
な
考
証
、
八
二
こ
の
二
つ
の
仕
事
は
'
『
レ
ン
ツ
』
の
研
究
に
測
り
知
れ
な
い
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
。
そ
の
彼
の
編
纂
し
た
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
作
品
論
で
詳
し
く
紹
介
し
た
0

素
材
に
関
し
て
は
'
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
シ
ュ
マ
ー
ル
ハ
ウ
ス
と
の
共
同
研
究
で
ゲ
ル
ッ
シ
ュ
は
一
つ
の
興
味
深
い
論
を
発
表
し
て
い
る
。

ポ
ー
ル
・
メ
-
リ
ン
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
が
一
八
三
三
年
に
書
い
た
『
牧
師
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
』
と
い
う
作
品
と
『
レ
ン
ツ
』
を
比
較

し
た
論
八
三
で
あ
る
。
主
人
公
の
顔
や
衣
装
の
素
描
へ
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
に
彼
が
迎
え
ら
れ
る
と
き
の
様
子
、
説
教
の
場
面
の
設
定
へ
石
の

上
で
髪
を
琉
-
少
女
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
'
メ
-
リ
ン
の
小
説
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
の
短
篇
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘
し
、
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『
レ
ン
ツ
』
は
『
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
の
手
記
』
を
素
材
に
し
た
第
二
番
目
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
説
を
展
開
す
る
。

そ
の
メ
-
リ
ン
の
小
説
と
は
、
ゲ
ル
ッ
シ
ュ
と
シ
ュ
マ
ー
ル
ハ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
ス
イ
ス
の
と
あ
る
貴
族
が
恋
の
苦
悩
の
中
で
オ
ー
ベ

ル
リ
ン
を
訪
ね
、
彼
の
助
言
と
助
力
に
よ
っ
て
見
事
に
再
生
す
る
と
い
う
筋
立
て
で
、
オ
ー
ベ
ル
リ
ン
を
カ
リ
ス
マ
に
仕
立
て
神
聖
化
す

る
内
容
だ
と
い
う
(
G
S
Q
7
4
)
c
そ
の
小
説
を
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
が
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
彼
ら
の
推
測
で
あ
る
o
L
か

し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
『
レ
ン
ツ
』
の
新
し
い
解
釈
の
地
平
が
開
か
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
,

研
究
の
方
向
が
こ
れ
ま
で
に
な
-
細
分
化
さ
れ
実
証
化
さ
れ
て
き
た
と
い
う
最
近
の
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
の
傾
向
を
警
感
じ
さ
せ
る
論

の
一
つ
で
あ
る
。

さ
て
'
こ
れ
で
京
へ
研
究
史
の
概
観
は
終
了
す
る
。
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
は
他
に
も
山
ほ
ど
あ
る
。
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
に
関
す

る
研
究
書
は
今
や
膨
大
な
数
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
選
択
の
基
準
と
し
て
と
り
あ
え
ず
,
本
研
究
と
の
関
連
と
い
う
観
点
か
ら
の
み

重
要
と
思
わ
れ
る
論
の
い
-
つ
か
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
紹
介
し
、
そ
の
こ
と
で
,
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
史
上
で
の
本

論
の
位
置
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
試
み
た
。

そ
し
て
へ
次
は
、
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究
(
五
)
、
第
四
部
　
『
ヴ
オ
イ
ツ
エ
ツ
ク
』
と
『
レ
ン
ツ
』
の
時
代
背
景
」
と
題
し
て
、
一

八
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
医
学
界
の
動
向
を
追
う
予
定
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
精
神
医
学
は
裁
判
に
深
く

か
か
わ
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
へ
精
神
障
害
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
殺
人
者
の
精
神
鑑
定
の
問
題
を
通
し
て
で
あ
る
。
本
業
が
医
者
で
あ
っ

た
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
こ
の
間
題
と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
,
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
医
学
の
権
威
で
も
あ
。
鑑
定
医
で

も
あ
っ
た
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
と
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
は
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
ら
あ
た
り
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
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註

V
g
1
.
K
o
b
e
l
,
E
r
w
i
n
‥
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
D
a
s
d
i
c
h
t
e
r
i
s
c
h
e
W
e
r
k
.
B
e
r
l
i
n
/
N
e
w
Y
o
r
k
(
d
e
G
r
u
y
t
e
r
)
,
1
9
7
4
,
S
.
1
.
以
下
、
こ
の

版
か
ら
の
引
用
は
「
K
G
」
の
略
号
を
用
い
'
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

二
　
　
本
論
の
た
め
に
使
用
す
る
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

B

i

i

c

h

n

e

r

,

G

e

o

r

g

‥

W

o

y

z

e

c

k

.

V

o

r

l

a

u

f

i

g

e

R

e

i

n

s

c

h

r

i

f

t

.

I

n

‥

G

e

o

r

g

B

u

c

h

n

e

r

:

S

a

m

t

l

i

c

h

e

W

e

r

k

e

u

n

d

B

r

i

e

f

e

.

H

i

s

t

o

r

i

s

c

h

-

k
r
i
t
i
s
c
h
e
A
u
s
g
a
b
e
m
i
t
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
B
d
.
1
.
H
r
s
g
.
v
o
n
W
e
r
n
e
r
.
R
.
L
e
h
m
a
n
n
.
M
i
i
n
c
h
e
n
(
H
a
n
s
e
r
)
3
.
A
u
f
1
.
1
9
7
9
,
S
.
1
6
8
-
1
8
1
.

本
文
中
の
場
面
番
号
は
こ
の
版
に
従
う
O
な
お
へ
　
こ
の
草
稿
以
外
の
初
期
草
稿
(
E
r
s
t
e
 
F
a
s
s
u
n
g
.
S
z
e
n
e
n
g
r
u
p
p
e
 
1
,
E
r
s
t
e
 
F
a
s
s
u
n
g

S
z
e
n
e
n
g
r
u
p
p
e
2
)
　
か
ら
の
引
用
は
そ
の
都
度
本
文
に
明
記
す
る
　
d
e
r
s
.
‥
L
e
n
z
.
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
.
H
r
s
g
.
v
o
n
 
H
u
b
e
r
t
 
G
e
r
s
c
h
.

S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
R
e
c
l
a
m
s
U
n
i
v
e
r
s
a
1
-
B
i
b
l
i
o
t
h
e
k
N
r
.
8
2
1
0
)
1
9
8
4
.
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
、
「
G
L
」
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
ペ
ー
ジ

数
を
記
す
　
d
e
r
s
.
:
D
a
n
t
o
n
s
T
o
d
.
K
r
i
t
i
s
c
h
e
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
d
e
s
O
r
i
g
i
n
a
l
s
m
i
t
Q
u
e
l
l
e
n
,
A
u
f
s
a
t
z
e
n
u
n
d
M
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n
.
H
r
s
g
.

v
o
n
P
e
t
e
r
v
o
n
B
e
c
k
e
r
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
(
S
y
n
d
i
k
a
t
)
1
9
8
0
.
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
B
D
T
」
の
略
号
を
用
い
て
こ
の
版
の
台
詞

番
号
を
本
文
中
に
記
す
。

三

　

M

e

i

e

r

,

A

l

b

e

r

t

‥

G

e

o

r

g

 

B

i

i

c

h

n

e

r

s

A

s

t

h

e

t

i

k

.

I

n

‥

G

e

o

r

g

 

B

i

i

c

h

n

e

r

J

a

h

r

b

u

c

h

2

/

1

9

8

2

.

F

r

a

n

k

f

u

r

t

 

a

m

 

M

a

i

n

(

E

u

r

o

p

a

i

s

c

h

e

V
e
r
l
a
g
s
a
n
s
t
a
l
t
)
1
9
8
3
,
S
.
2
0
5
.
以
下
へ
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
A
M
A
J
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
〇

四
　
L
u
k
^
c
s
,
G
e
o
r
g
e
‥
D
e
r
f
a
s
c
h
i
s
t
i
s
c
h
v
e
r
f
巴
s
c
h
t
e
u
n
d
d
e
r
w
i
r
k
l
i
c
h
e
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
I
n
‥
W
e
g
e
d
e
r
F
o
r
s
c
h
u
n
g
B
a
n
d
L
I
I
I
.

G
e
o
r
g
 
B
u
c
h
n
e
r
.
H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 
v
o
n
 
W
o
l
f
g
a
n
g
 
M
a
r
t
e
n
s
.
D
a
r
m
s
t
a
d
t
(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
1
9
6
5
,

3

.

A

u

f

1

.

1

9

7

3

,

S

.

1

9

7

-

2

2

4

.

(

A

u

s

‥

L

u

c

r

e

s

,

D

e

u

t

s

c

h

e

L

i

t

e

r

a

t

u

r

i

n

z

w

e

i

J

a

h

r

h

u

n

d

e

r

t

e

n

.

N

e

u

w

i

e

d

1

9

6

4

.

Z

u

e

r

s

t

1

9

3

7

)

以

下

、

こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
L
F
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

五
　
V
i
e
t
o
r
.
K
a
r
l
:
D
i
e
 
T
r
a
g
o
d
i
e
 
d
e
s
 
h
e
l
d
i
s
c
h
e
n
 
P
e
s
s
i
m
i
s
m
u
s
.
U
b
e
r
 
B
i
i
c
h
n
e
r
s
 
D
r
a
m
a
 
V
D
a
n
t
o
n
s
 
T
o
d
へ
.
Z
n
‥
W
e
g
e
 
d
e
r

F
o
r
s
c
h
u
n
g
 
B
a
n
d
 
L
I
U
.
G
e
o
r
g
 
B
u
c
h
n
e
r
.
H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 
v
o
n
 
W
o
l
f
g
a
n
g
 
M
a
r
t
e
n
s
.
D
a
r
m
s
t
a
d
t
f
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e

B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
1
9
6
5
,
3
.
A
u
f
1
.
1
9
7
3
,
S
.
9
8
-
1
3
7
.
(
A
u
s
‥
D
V
j
s
1
2
.
1
9
3
4
)
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
V
T
」
の
略
号
を
用
い
へ

そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。
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六七
て
＼ノ

M
e
i
e
r
.
A
l
b
e
r
t
‥
G
e
o
r
g
B
l
i
c
h
n
e
r
》
W
o
y
z
e
c
k
《
.
M
u
n
c
h
e
n
(
F
i
n
k
)
1
9
8
0
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
A
M
W
」
の
略
号
を
用
い
、

そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

拙
論
‥
ベ
ル
リ
ン
の
演
劇
(
-
)
-
ホ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
の
『
カ
ジ
"
J
l
ア
と
カ
ロ
リ
ー
ネ
』
S
c
h
l
o
B
p
a
r
k
 
T
h
e
a
t
e
r
1
9
9
2
。
「
広
島
大
学
文
学

部
紀
要
」
第
五
十
三
巻
1
二
T
-
1
四
1
頁
。
広
島
大
学
文
学
部
o
 
l
九
九
三
年
。

T
h
i
e
r
s
,
M
.
A
.
:
H
i
s
t
o
i
r
e
d
e
l
a
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
F
r
a
n
c
a
i
s
e
.
4
.
E
d
i
t
i
o
n
,
1
0
B
d
e
.
P
a
r
i
s
1
8
3
4
.

九

　

　

V

i

e

t

o

r

,

K

a

r

l

:

W

o

y

z

e

c

k

.

I

n

‥

W

e

g

e

d

e

r

F

o

r

s

c

h

u

n

g

B

a

n

d

L

I

I

I

.

G

e

o

r

g

B

i

i

c

h

n

e

r

.

S

.

1

7

8

-

1

9

6

.

(

A

u

s

‥

D

a

s

l

n

n

e

r

e

R

e

i

c

h

3

.

1

9

3

6

)

以
下
へ
　
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
V
W
」
の
略
号
を
用
い
へ
　
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
.

1

0

　

C

l

a

r

u

s

,

J

o

h

a

n

n

C

h

r

i

s

t

i

a

n

A

u

g

u

s

t

‥

D

i

e

G

u

t

a

c

h

t

e

n

d

e

s

H

o

f

r

a

t

s

C

l

a

r

u

s

z

u

m

F

a

l

l

W

o

y

z

e

c

k

.

I

n

:

G

e

o

r

g

B

i

i

c

h

n

e

r

‥

S

a

m

t

l

i

c

h

e

W
e
r
k
e
 
u
n
d
 
B
r
i
e
f
e
.
H
i
s
t
o
r
i
s
c
h
-
k
r
i
t
i
s
c
h
e
 
A
u
s
g
a
b
e
 
m
i
t
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
B
d
.
1
.
H
r
s
g
.
v
o
n
 
W
e
r
n
e
r
.
R
.
L
e
h
m
a
n
n
.

M
u
n
c
h
e
n
(
H
a
n
s
e
r
)
3
.
A
u
f
1
.
1
9
7
9
,
S
.
4
8
5
-
5
3
7
,
S
.
5
3
8
-
5
4
9
.
以
下
へ
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
C
G
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー

ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

M
a
r
c
,
C
.
M
.
:
　
D
i
e
Z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
s
f
a
h
i
g
k
e
i
t
d
e
s
M
o
r
d
e
r
s
J
o
h
a
n
n
C
h
r
i
s
t
i
a
n
W
o
y
z
e
c
k
.
B
a
m
b
e
r
g
1
8
2
5
.
I
n
:
E
r
l
a
u
t
e
r
u
n
e
e
n

u
n
d
D
o
k
u
m
e
n
t
e
.
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
.
W
o
y
z
e
c
k
.
H
r
s
g
.
v
o
n
L
o
t
h
a
r
B
o
r
n
s
c
h
e
u
e
r
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
1
9
7
6
(
-
R
e
c
l
a
m
s
U
n
i
v
e
r
s
a
1
-

BibliothekNr.8117),S.64.

1

二

　

V

i

e

t

o

r

,

K

a

r

l

‥

V

L

e

n

z

(

,

E

r

z

a

h

l

u

n

g

v

o

n

G

e

o

r

g

B

i

a

c

h

n

e

r

.

I

n

‥

W

e

g

e

d

e

r

F

o

r

s

c

h

u

n

g

B

a

n

d

L

I

I

L

G

e

o

r

g

B

i

i

c

h

n

e

r

.

S

.

1

7

8

-

1

9

6

.

(
A
u
s
:
G
e
r
m
a
n
n
.
-
R
o
m
a
n
.
M
o
n
a
t
s
s
c
h
r
i
f
t
2
5
.
1
9
3
7
)

l
三
　
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
:
‥
L
e
n
z
.
E
i
n
e
R
e
l
i
q
u
i
e
v
o
n
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
H
r
s
g
.
u
n
d
k
o
m
m
.
v
o
n
K
a
r
l
G
u
t
z
k
o
w
.
I
n
:
T
e
l
e
g
r
a
p
h
f
u
r

D
e
u
t
s
c
h
l
a
n
d
2
(
1
8
3
9
)
;
N
r
.
5
;
S
.
7
-
l
l
;
1
3
f
.

一

四

　

M

a

y

e

r

,

H

a

n

s

‥

G

e

o

r

g

B

t

i

c

h

n

e

r

u

n

d

s

e

i

n

e

Z

e

i

t

.

W

i

e

s

b

a

d

e

n

1

9

4

6

;

B

e

r

l

i

n

1

9

4

7

;

W

i

e

s

b

a

d

e

n

u

n

d

B

e

r

l

i

n

1

9

6

0

.

F

r

a

n

k

f

u

r

t

a

m

M
a
i
n
(
-
s
u
r
k
a
m
p
t
a
s
c
h
e
n
b
i
i
c
h
e
r
5
8
)
1
9
7
2
.

1

五

　

B

i

i

c

h

n

e

r

,

G

e

o

r

g

;

‥

B

r

i

e

f

 

a

n

 

d

i

e

 

F

a

m

i

l

i

e

.

G

i

e

B

e

n

,

i

m

 

F

e

b

r

u

a

r

1

8

3

4

.

N

r

.

1

8

.

I

n

:

G

e

o

r

g

 

B

t

i

c

h

n

e

r

.

W

e

r

k

e

 

u

n

d

 

B

r

i

e

f

e

.

M
i
i
n
c
h
n
e
r
 
A
u
s
g
a
b
e
.
H
r
s
g
.
v
o
n
 
K
a
r
l
 
P
o
r
n
b
a
c
h
e
r
,
G
e
r
h
a
r
d
 
S
c
h
a
u
b
,
H
a
n
s
-
J
o
a
c
h
i
m
 
S
i
m
m
 
u
n
d
 
E
d
d
a
 
Z
i
e
g
l
e
r
.

M
i
i
n
c
h
e
n
(
H
a
n
s
a
)
1
9
9
7
,
6
.
A
u
f
1
.
S
.
2
8
5
f
.
以
下
、
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
I
の
書
い
た
手
紙
は
、
こ
の
版
の
通
し
番
号
を
用
い
て
表
示
す
る
。
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一　〇　九　八五　四　三　二

B

i

i

c

h

n

e

r

.

G

e

o

r

g

‥

B

r

i

e

f

a

n

d

i

e

B

r

a

u

t

.

G

i

e

B

e

n

,

u

r

n

d

e

n

9

.

-

1

2

.

M

a

r

z

1

8

3

4

.

N

r

.

2

1

.

P

o

s

c

h

m

a

n

n

,

H

e

n

r

i

‥

G

e

o

r

g

 

B

i

i

c

h

n

e

r

.

D

i

c

h

t

u

n

g

 

d

e

r

 

R

e

v

o

l

u

t

i

o

n

 

u

n

d

 

R

e

v

o

l

u

t

i

o

n

 

d

e

r

D

i

c

h

t

u

n

g

.

B

e

r

l

i

n

u

n

d

 

W

e

i

m

a

r

(Aufbau)1983.

V
g
1
.
A
n
m
.
3
.

M

e

i

e

r

,

A

l

b

e

r

t

‥

G

e

o

r

g

B

u

c

h

n

e

r

》

W

o

y

z

e

c

k

《

.

M

u

n

c

h

e

n

(

F

i

n

k

)

1

9

8

0

.

V
r
L
A
n
m
.
1
6
.

B

t

i

c

h

n

e

r

,

G

e

o

r

g

:

‥

W

o

y

z

e

c

k

.

E

r

s

t

e

 

F

a

s

s

u

n

g

.

S

z

e

n

e

n

g

r

u

p

p

e

2

.

I

n

:

G

e

o

r

g

 

B

i

i

c

h

n

e

r

‥

S

班

m

t

l

i

c

h

e

 

W

e

r

k

e

 

u

n

d

 

B

r

i

e

f

e

.

H
i
s
t
o
r
i
s
c
h
-
k
r
i
t
i
s
c
h
e
A
u
s
g
a
b
e
m
i
t
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
B
d
.
1
.
3
.
A
u
f
l
a
g
e
.
H
r
s
g
.
v
o
n
W
e
r
n
e
r
R
.
L
e
h
m
a
n
n
.
M
u
n
c
h
e
n
(
H
a
n
s
e
r
)

1979,S.165.

V
g
1
.
A
n
m
.
1
.

L
e
h
m
a
n
n
,
W
e
r
n
e
r
R
.
:
T
e
x
t
k
r
i
t
i
s
c
h
e
N
o
t
e
n
,
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
z
u
r
H
a
m
b
u
r
g
e
r
B
i
i
c
h
n
e
r
-
A
u
s
g
a
b
e
.

V
g
1
.
A
n
m
.
1
5
.

「
ダ
ン
ト
ン
の
死
』
で
カ
ミ
ー
ユ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
(
第
四
幕
五
場
)
0

「
ふ
-
れ
っ
面
を
す
る
の
も
'
口
紅
を
塗
る
の
も
'
上
品
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
話
す
の
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
で
何
か
の
足
し
に
は
な
る
だ

ろ
う
へ
だ
け
ど
な
、
い
つ
か
は
そ
の
仮
面
を
剥
が
し
た
ほ
う
が
い
い
へ
そ
う
す
り
や
、
ま
る
で
鏡
の
部
屋
に
い
る
み
た
い
で
ど
こ
を
向
い
た
っ

て
大
昔
か
ら
ご
ま
ん
と
い
た
元
の
ま
ん
ま
の
お
人
好
し
の
面
が
一
つ
あ
る
き
り
だ
ろ
う
よ
、
そ
れ
以
上
で
も
な
け
れ
ば
そ
れ
以
下
で
も
な
い
。

一
人
ひ
と
り
の
違
い
な
ん
て
そ
ん
な
に
大
き
い
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
お
れ
た
ち
は
み
ん
な
、
悪
党
で
も
あ
り
天
使
で
も
あ
り
、
馬
鹿
で
も
あ
り

天
才
で
も
あ
り
へ
　
し
か
も
こ
れ
が
全
部
一
人
の
人
間
の
中
に
同
居
し
て
ん
だ
'
一
人
の
人
間
の
体
に
は
こ
の
四
つ
が
同
居
で
き
る
十
分
な
ス

ペ
ー
ス
が
あ
る
ん
だ
、
こ
の
四
つ
の
ど
れ
1
つ
と
っ
て
も
人
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
場
所
を
取
っ
た
り
は
し
な
い
も
ん
だ
。
」
(
B
D
T
6
2
2
)

二
六
　
『
レ
ン
ツ
』
　
で
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
こ
の
世
に
は
き
わ
め
て
散
文
的
な
人
間
が
い
る
へ
し
か
し
感
情
の
生
地
と
い
う
の
は
ど
の
人
間
で
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
違
う
の

は
た
だ
そ
れ
が
突
き
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
殻
が
厚
い
か
薄
い
か
だ
け
だ
。
人
は
た
だ
そ
れ
を
見
極
め
る
目
と
耳
を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
い
い
。
」

(GL14)
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二
七
　
W
i
e
s
e
,
B
e
n
n
o
v
o
n
‥
G
e
o
r
g
B
t
i
c
h
n
e
r
.
D
i
e
T
r
a
g
o
d
i
e
d
e
s
N
i
h
i
l
i
s
m
u
s
.
I
n
‥
D
i
e
d
e
u
t
s
c
h
e
T
r
a
g
o
d
i
e
v
o
n
L
e
s
s
i
n
g
b
i
s
H
e
b
b
e
l
,

B
d
.
I
I
.
H
a
m
b
u
r
g
1
9
4
8
.

二
八
　
『
ヴ
ォ
イ
ツ
ェ
ッ
ク
』
　
の
初
稿
(
S
z
e
n
e
n
g
r
u
p
p
e
 
1
,
1
4
)
　
で
、
祖
母
が
童
話
を
語
る
.
こ
の
童
話
に
関
し
て
は
'
「
ビ
ュ
ー
ヒ
ナ
-
研
究

(
二
)
へ
第
二
部
『
レ
ン
ツ
』
　
(
-
¥
^
)
」
(
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
五
六
巻
特
輯
号
二
、
七
一
-
七
三
百
)
　
で
詳
細
に
分
析
し
た
。

1
-
F
?
　
W
i
t
t
k
o
w
s
k
i
,
W
o
l
f
g
a
n
g
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
.
P
e
r
s
o
n
l
i
c
h
k
e
i
t
.
W
e
l
t
b
i
l
d
.
W
e
r
k
.
H
e
i
d
e
l
b
e
r
g
(
W
i
n
t
e
r
)
1
9
7
8
.
(
-
R
e
i
h
e
S
i
e
g
e
n
.

B
e
i
t
r
a
g
e
z
u
r
S
p
r
a
c
h
-
u
n
d
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
B
d
.
1
0
)
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
W
G
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に

ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

三
〇
　
P
o
s
c
h
m
a
n
n
,
H
e
n
r
i
:
》
W
e
r
d
a
s
l
e
s
e
n
k
o
n
n
t
《
.
Z
u
r
S
p
r
a
c
h
e
n
a
t
i
i
r
l
i
c
h
e
r
Z
e
i
c
h
e
n
i
m
W
o
y
z
e
c
k
.
I
n
:
Z
w
e
i
t
e
s
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s

G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
S
y
m
p
o
s
i
u
m
1
9
8
7
.
R
e
f
e
r
a
t
e
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
(
A
n
t
o
n
H
a
i
n
M
e
i
s
e
n
h
e
i
m
)
1
9
9
0
,
S
.
4
4
1
-
4
5
2
.

三
　
G
u
n
d
o
l
f
,
F
r
i
e
d
r
i
c
h
;
G
e
o
r
g
B
t
i
c
h
n
e
r
.
I
n
‖
W
e
g
e
d
e
r
F
o
r
s
c
h
u
n
g
B
a
n
d
L
I
I
I
.
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
v
o
n
W
o
l
f
g
a
n
g

M
a
r
t
e
n
s
.
D
a
r
m
s
t
a
d
t
(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
B
u
c
h
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
1
9
6
5
,
3
.
A
u
f
1
.
1
9
7
3
,
S
.
8
2
-
9
7
.
(
A
u
s
:
G
u
n
d
o
l
f
,
R
o
m
a
n
t
i
k
e
r
.

Berlin-Wilmersdorf1930.Zuerst1929)

三
二
　
W
i
e
s
e
,
B
e
n
n
o
v
o
n
:
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
L
e
n
z
.
I
n
‥
D
i
e
d
e
u
t
s
c
h
e
N
o
v
e
l
l
e
v
o
n
G
o
e
t
h
e
b
i
s
K
a
f
k
a
.
D
u
s
s
e
l
d
o
r
f
(
B
a
g
e
l
)
1
9
6
2
.

B
a
u
m
a
n
n
,
G
e
r
h
a
r
t
:
G
e
o
r
g
 
B
i
i
c
h
n
e
r
.
D
i
e
 
d
r
a
m
a
t
i
s
c
h
e
 
A
u
s
d
r
u
c
k
s
w
e
l
t
.
G
o
t
t
i
n
g
e
n
(
V
a
n
d
e
n
h
o
e
c
k
&
R
u
p
r
e
c
h
t
)
1
9
7
6
.

V
o
l
k
e
r
K
l
o
t
z
:
G
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
u
n
d
o
f
f
e
n
e
F
o
r
m
i
m
D
r
a
m
a
.
M
i
i
n
c
h
e
n
1
9
6
0
,
5
.
A
u
f
1
.
1
9
7
0
.

三
三
　
H
i
n
d
e
r
e
r
,
W
a
l
t
e
r
‥
B
u
c
h
n
e
r
K
o
m
m
e
n
t
a
r
z
u
m
d
i
c
h
t
e
r
i
s
c
h
e
n
W
e
r
k
.
M
u
n
c
h
e
n
(
W
i
n
k
l
e
r
)
1
9
7
7
.

三
四
　
H
i
n
d
e
r
e
r
,
W
a
l
t
e
r
‥
》
D
i
e
s
e
s
 
S
c
h
w
a
n
z
s
t
u
c
k
 
d
e
r
 
S
c
h
o
p
f
u
n
g
《
‥
B
i
i
c
h
n
e
r
s
 
D
a
n
t
o
n
s
 
T
o
d
 
u
n
d
 
d
i
e
 
N
a
c
h
t
w
a
c
h
e
n
 
d
e
s

B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
.
I
n
‥
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
　
2
/
1
9
8
2
,
S
.
3
1
6
-
3
4
2
.
以
下
へ
　
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
H
S
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の

後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

三
五
　
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
(
E
.
A
.
F
.
K
l
i
n
g
e
m
a
n
n
)
‥
N
a
c
h
t
w
a
c
h
e
n
.
I
m
A
n
h
a
n
g
‥
D
e
s
T
e
u
f
e
l
s
T
a
s
c
h
e
n
b
u
c
h
.
H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
e
n
v
o
n

W
o
l
f
g
a
n
g
P
a
u
l
s
e
n
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
-
R
e
c
l
a
m
s
U
n
i
v
e
r
s
a
1
-
B
i
b
l
i
o
t
h
e
k
N
r
.
8
9
2
6
)
1
9
9
0
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
B
N
」
の

略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。
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三
六
　
T
h
i
e
b
e
r
g
e
r
,
R
i
c
h
a
r
d
‥
L
e
n
z
l
e
s
e
n
d
.
I
n
‥
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
3
(
1
9
8
3
)
,
S
.
4
3
-
7
5
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
H
S
」
の

略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

三
七
　
S
c
h
a
u
b
,
G
e
r
h
a
r
d
‥
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
:
P
o
e
t
a
r
h
e
t
o
r
.
E
i
n
e
F
o
r
s
c
h
u
n
g
s
p
e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
.
I
n
‥
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
2
/
1
9
8
2
,

S.170-195.

三
八
　
B
t
i
c
h
n
e
r
,
G
e
o
r
g
:
B
r
i
e
f
a
n
d
i
e
F
a
m
i
l
i
e
.
S
t
r
a
B
b
u
r
g
,
i
m
J
u
n
i
1
8
3
3
.
N
r
.
1
2
.

三
九
　
A
r
e
n
d
t
.
D
i
e
t
e
r
‖
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
i
i
b
e
r
J
a
k
o
b
M
i
c
h
a
e
l
R
e
i
n
h
o
l
d
L
e
n
z
o
d
e
r
‥
》
d
i
e
i
d
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
P
e
r
i
o
d
e
f
i
n
g
d
a
m
a
l
s
a
n
《
.

I
n
:
Z
w
e
i
t
e
s
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
S
y
m
p
o
s
i
u
m
1
9
8
7
.
R
e
f
e
r
a
t
e
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
(
A
n
t
o
n
H
a
i
n
M
e
i
s
e
n
h
e
i
m
)

1
9
9
0
,
S
.
3
0
9
-
3
3
2
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
A
G
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
〇

四
〇
　
P
i
l
g
e
r
,
A
n
d
r
e
a
s
‥
D
i
e
》
i
d
e
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
 
P
e
r
i
o
d
e
《
i
n
 
i
h
r
e
n
 
K
o
n
s
e
q
u
e
n
z
e
n
.
G
e
o
r
g
 
B
u
c
h
n
e
r
s
 
k
r
i
t
i
s
c
h
e
 
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 
d
e
s

l

d

e

a

l

i

s

m

u

s

i

n

d

e

r

E

r

z

a

h

l

u

n

g

L

e

n

z

.

I

n

‥

G

e

o

r

g

B

u

c

h

n

e

r

J

a

h

r

b

u

c

h

8

(

1

9

9

0

-

9

4

)

,

T

u

b

i

n

g

e

n

(

N

i

e

m

e

y

e

r

)

1

9

9

5

,

S

.

1

0

4

-

1

2

5

.

以

下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
P
:
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

四
　
　
M
a
y
e
r
,
T
h
o
m
a
s
 
M
i
c
h
a
e
l
:
B
t
i
c
h
n
e
r
 
u
n
d
 
W
e
i
d
i
g
-
F
r
u
h
k
o
m
m
u
n
i
s
m
u
s
 
u
n
d
 
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
r
e
 
D
e
m
o
k
r
a
t
i
e
.
Z
u
r
 
T
e
x
t
-

v
e
r
t
e
i
l
u
n
g
 
d
e
s
>
H
e
s
s
i
s
c
h
e
n
 
L
a
n
d
b
o
t
e
n
(
.
I
n
:
　
H
e
i
n
z
 
L
u
d
w
i
g
 
A
r
n
o
r
d
(
H
r
s
g
.
)
:
G
e
o
r
g
 
B
i
i
c
h
n
e
r
 
I
/
I
I
.
M
i
i
n
c
h
e
n

(
-
S
o
n
d
e
r
b
a
n
d
a
u
s
d
e
r
R
e
i
h
e
t
e
x
t
+
k
r
i
t
i
k
)
1
9
7
9
,
S
.
1
6
-
2
9
8
.
以
下
へ
　
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
T
M
M
B
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の

後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

四
二
　
J
a
n
c
k
e
,
G
e
r
h
a
r
d
‖
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
G
e
n
e
s
e
u
n
d
A
k
t
u
a
l
i
t
a
t
s
e
i
n
e
s
W
e
r
k
e
s
.
E
i
n
f
i
i
h
r
u
n
g
i
n
d
a
s
G
e
s
a
m
t
w
e
r
k
.
K
r
o
n
b
e
r
g
＼

T
s
(
=
S
c
r
i
p
t
o
r
T
a
s
c
h
e
n
b
t
i
c
h
e
r
S
5
6
)
1
9
7
5
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
l
G
」
の
略
号
を
用
い
'
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本

文
中
に
記
す
。

四
三
　
B
i
i
c
h
n
e
r
,
G
e
o
r
g
‥
B
r
i
e
f
a
n
G
u
t
z
k
o
w
.
S
t
r
a
B
b
u
r
g
.
A
n
f
a
n
g
J
u
n
i
(
?
)
1
8
3
6
.
N
r
.
5
9
.

四
四
　
T
h
r
o
n
-
P
r
i
k
k
e
r
,
J
a
n
:
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
n
a
r
o
h
n
e
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
.
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
e
n
d
e
r
W
e
r
k
e
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
s
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
K
l
e
t
t
-

C
o
t
t
a
)
1
9
7
8
(
-
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
-
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
3
3
)
.

四
五
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ソ
レ
ル
ス
　
(
鈴
木
創
士
訳
)
へ
　
サ
ド
侯
爵
の
幻
の
手
紙
-
至
高
存
在
に
抗
す
る
サ
ド
。
せ
り
か
書
房
へ
一
九
九
九
年
へ
一
二
二

-
T
二
三



92

四
六
　
T
h
i
e
r
s
,
a
u
f
d
e
r
S
e
i
t
e
n
a
c
h
d
e
m
b
e
i
M
a
y
e
r
,
1
9
6
9
,
S
.
3
1
0
,
w
i
e
d
e
r
g
e
g
e
b
e
n
e
n
Z
i
t
a
t
i
i
b
e
r
C
.
T
h
e
o
t
.
(
E
-
1
・
S
　
マ
イ
ア
-
の
註

よ
り
引
用
)

四
七
　
M
a
y
e
r
,
T
h
o
m
a
s
 
M
i
c
h
a
e
l
:
Z
u
 
e
i
n
i
g
e
n
 
n
e
u
e
r
e
n
 
T
e
n
d
e
n
z
e
n
 
d
e
r
 
B
i
i
c
h
n
e
r
-
F
o
r
s
c
h
u
n
g
.
E
i
n
e
 
k
r
i
t
i
s
c
h
e
r
 
L
i
t
e
r
a
t
u
r
-

b
e
r
i
c
h
t
(
T
e
i
l
 
I
)
:
I
n
:
H
e
i
n
z
L
u
d
w
i
g
A
r
n
o
r
d
(
H
r
s
g
.
)
:
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
I
/
I
I
.
M
i
i
n
c
h
e
n
(
-
S
o
n
d
e
r
b
a
n
d
a
u
s
d
e
r
R
e
i
h
e
t
e
x
t

+
k
r
i
t
i
k
)
1
9
7
9
,
S
.
3
2
7
-
3
5
6
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
T
M
M
T
⊥
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
.

四
八
　
B
e
n
n
,
M
a
u
r
i
c
e
B
.
:
T
h
e
 
D
r
a
m
a
 
o
f
 
R
e
v
o
l
t
.
A
 
C
r
i
t
i
c
a
l
 
S
t
u
d
y
 
o
f
G
e
o
r
g
 
B
i
i
c
h
n
e
r
.
L
o
n
d
o
n
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
M
e
l
b
o
u
r
n
e

(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
)
1
9
7
9
.
以
下
へ
　
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
B
D
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
〇

四
九
　
S
o
l
z
h
e
n
i
s
y
n
‥
T
h
e
F
i
r
s
t
C
i
r
c
l
e
.
T
r
a
n
s
l
a
t
e
d
b
y
M
i
c
h
a
e
l
G
u
y
b
o
n
,
1
9
6
8
,
p
.
1
1
2
.

五
〇
　
K
n
a
p
p
,
G
e
r
h
a
r
d
P
.
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
M
e
t
z
l
e
r
)
1
9
7
7
(
-
S
a
m
m
l
u
n
g
M
e
t
z
l
e
r
,
R
e
a
l
i
e
n
z
u
r
L
i
t
e
r
a
t
u
r
,
A
b
t
.
D
,
B
d
.

i
I
羅
門

五
　
　
Z
o
n
s
,
R
a
i
m
a
r
S
t
e
f
a
n
‥
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
.
D
i
a
l
e
k
t
i
k
d
e
r
G
r
e
n
z
e
.
B
o
n
n
(
B
o
u
v
i
e
r
)
1
9
7
6
(
-
A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
z
u
r
K
u
n
s
t
-
,
M
u
s
i
k
-

u
n
d
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
B
d
.
2
0
8
)

五
二
　
B
r
a
u
n
i
n
g
-
O
k
t
a
v
i
o
,
H
e
r
m
a
n
n
‥
G
e
r
o
g
B
u
c
h
n
e
r
.
G
e
d
a
n
k
e
n
i
i
b
e
r
L
e
b
e
n
,
W
e
r
k
u
n
d
T
o
d
.
B
o
n
n
(
B
o
u
v
i
e
r
)
1
9
7
6
.

(
-
A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
z
u
r
K
u
n
s
t
-
,
M
u
s
i
k
-
,
u
n
d
L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
B
d
.
2
0
7
)
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
B
O
G
」
の
略

号
を
用
い
へ
　
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

五
三
　
M
a
y
e
r
,
T
h
o
m
a
s
 
M
i
c
h
a
e
l
‥
》
W
e
g
e
n
 
m
i
r
 
k
o
n
n
t
 
l
h
r
 
g
a
n
z
 
r
u
h
i
g
 
s
e
i
n
…
《
D
e
r
 
A
r
望
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
l
i
s
t
 
i
n
 
G
e
o
r
g
 
B
t
i
c
h
n
e
r
s

B
r
i
e
f
e
n
a
n
d
i
e
E
l
t
e
r
n
.
I
n
:
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
2
/
1
9
8
2
,
S
.
2
4
9
-
2
8
0
.
以
下
へ
　
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
T
M
M
A
」
の
略
号

を
用
い
'
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

五　五　五
六　五　四

B

i

i

c

h

n

e

r

.

G

e

o

r

g

‥

B

r

i

e

f

a

n

d

i

e

F

a

m

i

l

i

e

.

S

t

r

a

B

b

u

r

g

,

i

m

J

u

n

i

1

8

3

3

.

N

r

.

1

2

.

H
a
u
s
c
h
i
l
d
,
J
a
n
C
h
r
i
s
t
o
p
h
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
.
B
i
o
g
r
a
p
h
i
e
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
U
l
l
s
t
e
i
n
)
1
9
9
7
,
S
.
2
6
7
f
f
.

B

e

c

k

e

r

,

A

u

g

u

s

t

‥

D

i

e

g

e

r

i

c

h

t

l

i

c

h

e

n

A

n

g

a

b

e

n

.

I

n

:

F

r

i

e

d

r

i

c

h

N

o

e

l

l

n

e

r

,

A

c

t

e

n

m

s

B

i

g

e

D

a

r

l

e

g

u

n

g

d

e

s

w

e

g

e

n

H

o

c

h

v

e

r

r

a

t

h

s

e
i
n
g
e
l
e
i
t
e
t
e
n
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
g
e
g
e
n
d
e
n
P
f
a
r
r
e
r
D
.
F
r
i
e
d
r
i
c
h
L
u
d
w
i
g
W
e
i
d
i
g
,
m
i
t
b
e
s
o
n
d
e
r
e
r
R
i
i
c
k
s
i
c
h
t
a
u
f
d
i
e
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
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六　五　五　五
〇　九　八　七

/ヽ　ノヽ　/ヽ

五　四　三

G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
i
i
b
e
r
S
t
a
a
t
s
v
e
r
b
r
e
c
h
e
n
u
n
d
d
e
u
t
s
c
h
e
s
S
t
r
a
f
v
e
r
f
a
h
r
e
n
,
s
o
w
i
e
a
u
f
d
i
e
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
n
V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
i
i
b
e
r
d
i
e

p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
n
P
r
o
c
e
s
s
e
i
m
G
r
o
B
h
e
r
z
o
g
t
h
u
m
e
H
e
s
s
e
n
i
i
b
e
r
h
a
u
p
t
u
n
d
d
i
e
s
p
a
t
e
r
e
n
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
g
e
g
e
n
d
i
e
B
r
i
i
d
e
r
d
e
s

D
.
W
e
i
d
i
g
.
D
a
r
m
s
t
a
d
t
1
8
4
4
,
S
.
4
2
0
f
.

B

i

i

c

h

n

e

r

.

G

e

o

r

g

‥

B

r

i

e

f

a

n

d

i

e

F

a

m

i

l

i

e

.

S

t

r

a

f

i

b

u

r

g

,

d

e

n

l

.

J

a

n

u

a

r

1

8

3

6

.

N

r

.

5

4

.

B

u

c

h

n

e

r

.

G

e

o

r

g

‖

B

r

i

e

f

a

n

G

u

t

z

k

o

w

.

S

t

r

a

B

b

u

r

g

,

A

n

f

a

n

g

J

u

n

i

f

?

)

1

8

3

6

.

N

r

.

5

9

.

B

u

c

h

n

e

r

.

G

e

o

r

g

‥

B

r

i

e

f

a

n

d

i

e

B

r

a

u

t

.

G

i

e

B

e

n

,

u

m

d

e

n

9

.

-

1

2

.

M

a

r

z

1

8

3

4

.

N

r

.

2

1

.

A
・
マ
イ
ア
I
は
'
『
タ
ン
ト
ン
の
死
』
の
群
集
を
全
体
で
一
人
の
登
場
人
物
と
見
な
し
、
こ
れ
を
「
第
三
の
登
場
人
物
」
(
d
e
r
d
r
i
t
t
e
P
r
o
-

t
a
g
o
n
i
s
t
)
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
第
三
の
登
場
人
物
で
は
な
い
。
第
一
の
登
場
人
物
で

あ
る
.
こ
れ
が
本
論
の
考
え
方
で
あ
る
　
M
e
i
e
r
,
A
l
b
e
r
t
‥
D
a
n
t
o
n
s
T
o
d
u
n
d
d
i
e
 
P
o
e
t
i
k
 
d
e
s
G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
d
r
a
m
a
.
I
n
:
Z
w
e
i
t
e
s

l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
S
y
m
p
o
s
i
u
m
1
9
8
7
.
R
e
f
e
r
a
t
e
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
f
A
n
t
o
n
H
a
i
n
M
e
i
s
e
n
h
e
i
m
)
1
9
9
0
,
S
.
1
4
4
.

B

t

i

c

h

n

e

r

,

G

e

o

r

g

:

B

r

i

e

f

a

n

d

i

e

F

a

m

i

l

i

e

.

S

t

r

a

B

b

u

r

g

,

<

u

m

d

e

n

6

.

V

 

A

p

r

i

1

1

∞

3

3

.

N

r

.

9

.

G
r
a
b
,
W
a
l
t
e
r
:
D
e
r
h
e
s
s
i
s
c
h
e
D
e
m
o
k
r
a
t
 
W
i
l
h
e
l
m
 
S
c
h
u
l
z
u
n
d
 
s
e
i
n
e
S
c
h
r
i
f
t
e
n
l
i
b
e
r
 
G
e
o
r
g
B
i
i
c
h
n
e
r
u
n
d
F
r
i
e
d
r
i
c
h

L
u
d
w
i
g
W
e
i
d
i
g
.
I
n
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
2
/
1
9
8
2
,
S
.
2
2
7
-
2
4
8
.
以
下
へ
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
G
H
」
の
略
号
を
用
い
、
そ

の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
　
(
窪
田
般
禰
訳
)
‥
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
回
想
録
3
-
パ
リ
の
社
交
界
。
河
出
萱
居
、
l
九
九
五
年
へ
　
1
七
三
頁
。

ジ
ャ
ッ
ク
・
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
　
(
窪
田
般
対
訳
)
‥
前
掲
書
へ
　
同
貢
.

M
a
y
e
r
,
T
h
o
m
a
s
 
M
i
c
h
a
e
l
:
Z
u
 
e
i
n
i
g
e
n
 
n
e
u
e
r
e
n
 
T
e
n
d
e
n
z
e
n
 
d
e
r
 
B
i
i
c
h
n
e
r
-
F
o
r
s
c
h
u
n
g
.
E
i
n
e
 
k
r
i
t
i
s
c
h
e
r
 
L
i
t
e
r
a
t
u
r
-

b

e

r

i

c

h

t

(

T

e

i

l

 

I

I

:

E

d

i

t

o

n

e

n

)

:

I

n

‥

H

e

i

n

z

 

L

u

d

w

i

g

A

r

n

o

r

d

(

H

r

s

g

.

)

‥

G

e

o

r

g

B

i

i

c

h

n

e

r

I

I

I

.

M

u

n

c

h

e

n

(

=

S

o

n

d

e

r

b

a

n

d

a

u

s

d

e

r

R
e
i
h
e
t
e
x
t
+
k
r
i
t
i
k
)
1
9
8
1
,
S
.
2
6
5
ム
1
)
・
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
T
M
M
T
-
I
I
」
の
略
号
を
用
い
'
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付

し
本
文
中
に
記
す
。

六
六
　
B
i
i
c
h
n
e
r
,
G
e
o
r
g
:
‥
W
o
y
z
e
c
k
.
F
a
k
s
i
m
i
l
e
a
u
s
g
a
b
e
d
e
r
H
a
n
d
s
c
h
r
i
f
t
e
n
.
B
e
a
r
b
e
i
t
e
t
v
o
n
G
e
r
h
a
r
d
S
c
h
m
i
d
t
.
L
e
i
p
z
i
g
(
E
d
i
t
i
o
n

L
e
i
p
z
i
g
)
1
9
8
1
[
d
e
s
g
1
.
W
i
e
s
b
a
d
e
n
:
D
r
.
L
u
d
w
i
g
R
e
i
c
h
e
r
t
V
e
r
l
a
g
1
9
8
1
]
(
-
M
a
n
u
s
c
r
i
p
t
a
.
F
a
k
s
i
m
i
l
e
a
u
s
g
a
b
e
n
l
i
t
e
r
a
r
i
s
c
h
e
r

H
a
n
d
s
c
h
r
i
f
t
e
n
.
H
r
s
g
.
v
o
n
K
a
r
1
-
H
e
i
n
z
F
a
h
n
,
B
d
.
1
)
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六
七
　
B
i
i
c
h
n
e
r
一
G
e
o
r
g
‥
W
o
y
z
e
c
k
.
K
r
i
t
i
s
c
h
e
L
e
s
e
-
u
n
d
A
r
b
e
i
t
s
a
u
s
g
a
b
e
.
H
r
s
g
.
v
o
n
L
o
t
h
a
r
B
o
r
n
s
c
h
e
u
e
r
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
R
e
c
l
a
m
)

1

9

7

7

.

六
八
　
D
e
d
n
e
r
,
B
u
r
g
h
a
r
d
:
B
u
c
h
n
e
r
s
 
L
e
n
z
‥
R
e
k
o
n
s
t
r
u
k
t
i
o
n
 
d
e
r
 
T
e
x
t
g
e
n
e
s
e
.
I
n
‥
G
e
o
r
g
 
B
i
i
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
8
(
1
9
9
0
-
9
4
)
,

T
u
b
i
n
g
e
n
(
N
i
e
m
e
y
e
r
)
1
9
9
5
,
S
.
3
-
6
8
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
D
l
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に

記
す
。

六
九
　
D
a
m
m
,
S
i
g
r
i
d
‥
V
o
g
e
l
,
d
i
e
v
e
r
k
u
n
d
e
n
L
a
n
d
.
D
a
s
L
e
b
e
n
d
e
s
J
a
k
o
b
M
i
c
h
a
e
l
R
e
i
n
h
o
l
d
L
e
n
z
.
B
e
r
l
i
n
u
n
d
W
e
i
m
a
r
1
9
8
5
.

七
〇
　
G
l
i
i
c
k
,
A
l
f
o
n
s
‥
竃
e
r
r
s
c
h
e
n
d
e
 
l
d
e
e
n
(
:
D
i
e
 
R
o
l
l
e
 
d
e
r
 
l
d
e
o
l
o
g
i
c
,
I
n
d
o
k
t
r
i
n
a
t
i
o
n
 
u
n
d
 
D
e
s
o
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
 
i
n
 
G
e
o
r
g

B
i
i
c
h
n
e
r
s
W
o
y
z
e
c
k
.
I
n
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
5
/
1
9
8
5
.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
a
m
M
a
i
n
(
E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
V
e
r
l
a
g
s
a
n
s
t
a
l
t
)
1
9
8
6
,
S
.
5
2
-

1

3

8

.

d

e

r

s

.

‥

D

e

r

M

e

n

s

c

h

e

n

v

e

r

s

u

c

h

:

D

i

e

R

o

l

l

e

d

e

r

W

i

s

s

e

n

s

c

h

a

f

t

i

n

G

e

o

r

g

B

u

c

h

n

e

r

s

W

o

y

z

e

c

k

.

I

n

:

a

.

a

.

0

.

,

S

.

1

3

9

-

1

8

2

.

七

　

　

V

g

1

.

A

n

m

.

3

9

,

4

0

.

七
二
　
G
e
r
s
c
h
,
H
u
b
e
r
t
‥
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
s
L
e
n
z
-
E
n
t
w
u
r
f
‥
T
e
x
t
k
r
i
t
i
k
.
E
d
i
t
i
o
n
u
n
d
E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
p
e
r
s
p
e
k
t
i
v
e
n
.
E
i
n
Z
w
i
s
c
h
e
n
-

b
e
r
i
c
h
t
.
I
n
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
3
(
1
9
8
3
)
,
S
.
1
8
.

七
三
　
D
i
e
r
s
e
n
,
I
n
g
e
‥
B
i
i
c
h
n
e
r
s
L
e
n
z
i
m
K
o
n
t
e
x
t
d
e
r
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
v
o
n
E
r
z
a
h
l
p
r
o
s
a
i
m
1
9
.
J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
.
I
n
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r

J
a
h
r
b
u
c
h
7
(
1
9
8
8
/
8
9
)
,
T
u
b
i
n
g
e
n
(
N
i
e
m
e
y
e
r
)
1
9
9
1
,
S
.
9
1
-
1
2
5
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
D
B
」
の
略
号
を
用
い
、
そ
の
後
に

ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

七
四
　
B
a
u
m
a
n
n
,
G
e
r
h
a
r
t
‥
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
.
L
e
n
z
.
S
e
i
n
e
S
t
r
u
k
t
u
r
u
n
d
d
e
r
R
e
f
l
e
x
d
e
s
D
r
a
m
a
t
i
s
c
h
e
n
.
I
n
:
E
u
p
h
o
r
i
o
n
5
2
,
1
9
5
8
.

七
五
　
D
e
d
n
e
r
,
B
u
r
g
h
a
r
d
‥
D
i
e
H
a
n
d
l
u
n
g
d
e
s
W
o
y
z
e
c
k
‥
w
e
c
h
s
e
l
n
d
e
O
r
t
e
-
)
g
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
F
o
r
m
雲
n
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h

7
(
1
9
8
8
/
8
9
)
,
T
u
b
i
n
g
e
n
(
N
i
e
m
e
y
e
r
)
1
9
9
1
,
S
.
1
4
4
-
1
7
0
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は
「
D
W
」
の
略
号
を
用
い
,
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ

数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

七
六
　
K
l
o
t
z
,
V
o
l
k
e
r
‥
G
e
s
c
h
l
o
s
s
e
n
e
u
n
d
o
f
f
e
n
e
F
o
r
m
i
m
D
r
a
m
a
.
M
u
n
c
h
e
n
1
9
6
0
,
5
.
A
u
f
1
.
1
9
7
0
.
以
下
、
こ
の
版
か
ら
の
引
用
は

「
K
G
O
」
の
略
号
を
用
い
へ
そ
の
後
に
ペ
ー
ジ
数
を
付
し
本
文
中
に
記
す
。

七
七
　
B
a
u
m
a
n
n
,
G
e
r
h
a
r
t
‥
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
.
D
i
e
d
r
a
m
a
t
i
s
c
h
e
A
u
s
d
r
u
c
k
s
w
e
l
t
.
G
o
t
t
i
n
g
e
n
(
V
a
n
d
e
n
h
o
e
c
k
)
1
9
7
6
.

七
八
　
V
g
1
.
A
n
m
.
3
1
.
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V
g
1
.
A
n
m
.
1
7
.

V
g
1
.
A
n
m
.
3
0
.

G
e
o
r
g
 
B
i
i
c
h
n
e
r
:
L
e
n
z
.
S
t
u
d
i
e
n
a
u
s
g
a
b
e
.
H
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 
v
o
n
 
H
u
b
e
r
t
 
G
e
r
s
c
h
.
S
t
u
t
t
g
a
r
t
(
R
e
c
l
a
m
)
1
9
8
4
,
(
-
U
n
i
v
e
r
s
a
1
-

B
i
b
l
i
o
t
h
e
k
N
r
.
8
2
1
0
)
.

V
g
1
.
A
n
m
.
7
2
.

G
e
r
s
c
h
,
H
u
b
e
r
t
/
S
c
h
m
a
l
h
a
u
s
,
S
t
e
f
a
n
:
　
Q
u
e
l
l
e
n
m
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n
 
u
n
d
　
}
r
e
p
r
o
d
u
k
t
i
v
e
 
P
h
a
n
t
a
s
i
e
(
.
U
n
t
e
r
s
u
c
h
u
n
g
e
n
 
z
u
r

S

c

h

r

e

i

b

m

e

t

h

o

d

e

 

G

e

o

r

g

 

B

i

i

c

h

n

e

r

s

‥

S

e

i

n

e

 

V

e

r

w

e

r

t

u

n

g

 

v

o

n

 

P

a

u

l

 

M

e

r

l

i

n

s

 

T

r

i

v

i

a

l

i

s

i

e

r

u

n

g

 

d

e

s

 

L

e

n

z

-

S

t

o

f

f

s

 

u

n

d

 

v

o

n

a
n
d
e
r
e
n
V
o
r
l
a
g
e
a
l
n
:
G
e
o
r
g
B
u
c
h
n
e
r
J
a
h
r
b
u
c
h
8
(
1
9
9
0
-
9
4
)
.
T
u
b
i
n
g
e
n
(
N
i
e
m
e
y
e
r
)
1
9
9
5
,
S
.
6
9
-
1
0
3
.



           Studien zu Georg Büchner(4) 

 —  Die Literatur
, die mit den Worten des Mörders beginnt. — 

Dritter Teil: Die Forschungsgeschichte von „Woyzeck" und „Lenz" 

                                      Toshio Kawahara 

„Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man 

hinabsieht", so sagt der Protagonist des „Woyzeck"(H2-8). Sicherlich kann man 

irgend eine innere unbegreifliche dunkle Welt spüren, wenn man ,,Woyzeck" 

und „Lenz" liest. Aber wie soll man diese zwei Werke interpretieren? 

  Seit langem haben so viele Forscher versucht, von den verschiedensten 

Aspekten aus diese Werke gründlich und originell auszulegen. Hier werden 

nun im folgenden die wichtigen epochemachenden Interpretationen, die auf die 

Büchner-Forschung entscheidende Einflüsse ausgeübt haben, historisch und 

kritisch vorgestellt, um die Position meiner früher veröffentlichten ',Studien 

zu Georg Büchner(1)-(3): 1994-97" in der Forschungsgeschichte klar dar-

zustellen. 

1) Die Debatte zwischen Lukäcs und Vietor. 

2) Die sozio-historischen Forschungen (H. Mayer, Poschmann, A. Meier usw.) 

3) Die existentialen Forschungen(Kobel, Wittkowski usw.) 

4) Die stilistischen Forschungen(Hinderer, Thierberger usw.) 

5) Die gegenwärtigen Forschungen, besonders die an der Universität Marburg 

 (Th. M. Mayer, Dedner, Gersch, Glück usw.) 

  Bei der kritischen Betrachtung der Forschungsgeschichte handelt es sich 

immer um folgendes: 

1) Ob man die damaligen heftigen medizinischen und gerichtlichen Debatten 

über die Zurechnungsfähigkeit des geistesgestörten Mörders in Betracht zieht.



 Denn das Thema von  „Woyzeck" war damals (in den zweiten und dritten 

Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts) sehr aktuell, weil man in dieser Zeit 

darüber nachdachte, wie man den geistig kranken Mörder richten soll; nicht 

nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich war das eine große soziale 

Frage. Büchner, als Arzt, hatte ein fachliches Interesse daran, und er hatte 

viel über die neue französische Medizin gelernt, besonders die von Esquiror, 

einer der damaligen größten französischen Ärtzte, der den Mörder vor 

Gericht mit seiner Geistesstörung entschuldigte. Diese Seite muß man als 

einen wichtigen sozial-historischen Hintergrund betrachten. 

2) Ob man die Sprache, d.h. den Gebrauch von Worten in,,Woyzeck" und in 

„Lenz" intensiv beachtet. 

  Besonders in „Woyzeck" treffen nämlich gegensätzliche aufeinander-

prallende Diskurse zusammen: Einer ist der rationale und strategische Diskurs, 

mit dem man den Gesprächspartner von seiner eigenen Meinung überzeugen 

will; den kann man als Ausdruck des Machtwillens oder Machtsystems 

vestehen. Der andere ist der Diskurs des historischen Mörders Woyzeck. 

Seine Worte werden als ein gerichtsmedizinischer Bericht im Gutachten sehr 

korrekt aufgeschrieben; sie sind zwar weder logisch noch objektiv, aber seine 

Worte — z. B. "es" oder „was"— drücken eine Geschichte so direkt und so 

konkret aus, wie sie in der Wirklichkeit passiert ist. 

  Solche Worte beruhen nicht auf Woyzecks Verstand, sondern stets auf 

seinem subjektiven „elementarischen Sinn", wie ihn der Held in „Lenz" mit 

dem Gesprächspartner Oberlin sehr ausführlich bespricht. Und wenn man 

diesen Sinn beachtet, kann man sowohl in „Woyzeck" als auch in „Lenz" eine 

vom Anfang bis zum Ende linear durchgehende Handlung finden, die nur durch 

diesen „elementarischen Sinn" des Helden konstruiert wird. (Diese Hand-

lungen werden in meinen „Studien zu Georg Büchner(1)-(3)" deutlich gezeigt.)
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