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１　
遊
歩

　

あ
る
都
市
の
中
を
歩
く
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
る
時
間
や
空
間
が
層
を
な
し
て
織

り
込
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
を
身
体
で
感
じ
取
り
、
そ
の
記
憶
や
意
味
連
関
の
重

層
的
な
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
の
中
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。「
街
道
を
歩
い
て
ゆ

く
か
、
飛
行
機
で
そ
の
う
え
を
飛
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
街
道
の
発
揮
す
る
力
は
異
な
る
。

同
様
に
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
か
、
そ
れ
を
書
き
写
す
か
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
発
揮

す
る
力
は
異
な
る
。
空
を
飛
ぶ
者
に
見
え
る
の
は
、
道
が
風
景
の
な
か
を
進
ん
で
ゆ

く
さ
ま
だ
け
で
あ
り
、
彼
の
目
に
は
、
道
は
ま
わ
り
の
地
勢
と
同
じ
法
則
に
従
っ
て
繰

り
広
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
道
を
歩
い
て
ゆ
く
者
だ
け
が
、
道
の
支
配
力
を
知
る
。
そ
し

て
、
飛
行
者
に
と
っ
て
は
単
に
伸
べ
広
が
っ
た
平
野
に
す
ぎ
な
い
、
ま
さ
に
あ
の
地
形

に
、
道
が
号
令
を
か
け
て
、
遠
景
や
、
見
晴
ら
し
台
や
、
林
間
の
空
き
地
や
、
す
ば

ら
し
い
眺
望
を
、
道
の
曲
が
り
く
ね
り
ご
と
に
呼
び
出
す
さ
ま
は
、
ち
ょ
う
ど
指
揮

官
が
兵
士
た
ち
を
前
線
か
ら
召
喚
す
る
の
に
似
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
さ
ま
を
経
験
す

る
の
も
、
歩
い
て
ゆ
く
者
だ
け
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
書
き
写
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ

け
が
、
そ
れ
に
取
り
組
む
者
の
魂
に
号
令
を
か
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
単
な

る
読
者
は
、
自
分
の
内
面
の
新
し
い
眺
め
を
決
し
て
知
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
た
眺

め
を
テ
ク
ス
ト
は
、
つ
ま
り
密
に
な
っ
て
は
ま
た
疎
ら
に
な
る
内
面
の
原
始
林
を
通
る

あ
の
道
は
、
切
り
開
く
は
ず
な
の
だ
。」1 

テ
ク
ス
ト
を
上
空
か
ら
俯
瞰
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
う
ち
に
沈
潜
し
て
、
言
葉
の
林
の
中
で
し
っ
と
り
と
濡
れ
た
小
道
を
踏
み

し
め
な
が
ら
そ
れ
ら
の
木
々
の
一つ
一つ
に
触
れ
、
あ
る
言
葉
が
そ
の
地
勢
の
中
で
他
の

言
葉
た
ち
と
ど
の
よ
う
な
連
関
の
う
ち
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
支
配
圏
を
も
っ
て
い
る

か
を
感
じ
取
る
、
と
い
う
き
わ
め
て
触
感
的
な
経
験
は
、
都
市
に
対
し
て
は
、
お
そ

ら
く
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
以
上
に
稀
な
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
都
市
の
中
を
歩

く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
出
会
う
建
物
、
あ
る
い
は
そ
の
特
定
の
一
部
、
看
板
、
シ
ョ

ウ
ウ
ィ
ン
ド
ウ
、
街
路
と
い
っ
た
形
象
た
ち
、
ま
た
そ
う
い
っ
た
形
象
た
ち
に
よ
っ
て
形

作
ら
れ
る
都
市
全
体
の
空
間
的
存
在
の
う
ち
に
重
層
化
さ
れ
た
歴
史
を
感
じ
取
る
こ

と
、
そ
れ
ら
の
形
象
た
ち
の
支
配
圏
を
身
体
で
感
じ
取
る
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
、文
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
都
市̶

̶

『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
や
『
一
方
通
行
路
』

の
ベ
ル
リ
ン
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
通
じ
て
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
を
通
じ
て
描
き
出
そ
う
と
し
て

い
た
パ
リ̶

̶

は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
都
市
と
テ
ク
ス
ト
へ
の
、
あ
る

い
は
さ
ら
に
そ
こ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
歴
史
や
構
造
性
へ
の
触
感
的
な
沈
潜
そ
の
も
の

で
あ
る
。

　

確
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
の
ま
な
ざ
し
は
、
都
市
の
形
象
た
ち

を
、
都
市
の
う
ち
に
配
さ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
と
ら
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自

体
特
定
の
事
物
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
ま
っ
た
く
別
な
事
物
を
指
し
示
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
異
な
る
意
味
連
関
を
も
つ
も
の
と
し
て
。
そ
の
意
味
の
重
層
性
に
は
異
な
っ
た

時
代
が
織
り
込
ま
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
一つ
の
形
象
の
う
ち
に
歴
史
が
空
間
化
さ
れ

た
も
の
と
し
て
。
他
の
事
物
と
は
切
り
離
さ
れ
、
基
本
的
に
は
断
片
と
し
て
存
在
す

敷
居
を
越
え
る　
都
市
の
形
象
た
ち
に
お
け
る「
想
起 (Eingedenken)

」

山
口
裕
之
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

る
も
の
と
し
て
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
構
造
的
な
布
置
・
星
座(Konstellation)

の
中
へ
と
あ
ら
た
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
あ
る
一つ
の
全
体
像
の
形

成
に
与
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
む
も
の
と
し
て
。2 

ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
韻
文
の
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
定
着
さ
せ
た「
近

代
」
の
パ
リ
の
像
は̶

̶

と
り
わ
け
、
バ
ロ
ッ
ク
の
廃
墟
に
見
ら
れ
る
瓦
礫
の
断
片
の

よ
う
な「
脆
さ
・
か
よ
わ
さ
」
を
通
じ
て̶

̶

「
古
典
古
代
」
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

「
メ
リ
ヨ
ン
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
近
代
に
熱
中
し
て
い
る
。
し

か
し
彼
が
熱
中
し
て
い
る
の
は
、
近
代
の
中
の
古
典
古
代
の
相
貌
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
メ
リ
ヨ
ン
に
お
い
て
も
古
典
古
代
と
近
代
が
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
ま
た
、
メ
リ
ヨ
ン
に
お
い
て
も
こ
の
デ
ィ
ゾ
ル
ヴ
の
形
式
、
す
な
わ
ち
ア
レ
ゴ
リ
ー

が
見
ま
が
い
よ
う
も
な
く
立
ち
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。」3 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
デ
ィ
ゾ

ル
ヴ(Ü

berblendung)

」
と
い
う
映
画
の
タ
ー
ム
を
用
い
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
、
ア

レ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
形
象
・
イ
メ
ー
ジ
の
二
重
性
は
、
彼
が
都
市
の
中
の
事
物
を
と
ら

え
る
と
き
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ

ゴ
リ
ー
は
、
弁
証
法
的
な
両
極
を
一つ
の
空
間
的
形
象
の
う
ち
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る

と
い
う
そ
の
「
二
義
性
」
の
ゆ
え
に
、
新
た
な
段
階
へ
の「
転
換
」
を
可
能
に
す
る
力

を
胚
胎
す
る
も
の
で
あ
る
。『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
に
よ
っ

て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
ー̶

̶
「
近
代
」

の
都
市
パ
リ
の
具
体
的
形
象
で
あ
る
と
と
も
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
中
に
現
れ
る

ア
レ
ゴ
リ
ー
で
も
あ
る̶

̶

が
ど
の
よ
う
な
革
命
的
起
爆
力
を
秘
め
て
い
る
か
で
あ
っ

た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
で
、
革
命
的
な
力
を
帯
び
た
言
葉
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
を
都
市

の
う
ち
に
／
詩
の
う
ち
に
配
す
る 「
プ
ッ
チ
ス
ト
」
と
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
描
き
出

す
が
、4 

こ
こ
に
も
ま
た
言
葉
と
都
市
の
際
立
っ
て
美
し
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ア
レ
ゴ
リ
カ
ー
の
ま
な
ざ
し
は
、
あ
る
個
人
の
記
憶

（
さ
ら
に
は「
集
団
的
記
憶
」
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
が
）
に
お
け
る
二

重
性
と
な
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
定
着
す
る
。
そ
う
い
っ
た
ま
な
ざ
し
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
自
身
の
幼
年
時
代
の
記
憶
を
直
接
の
素
材
と
す
る
『
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の

幼
年
時
代
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。『
一
方
通
行
路
』
の
中
で
一
九
二
〇

年
代
半
ば
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
と
ら
え
た
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
標
題
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

同
時
代
の
都
市
の
形
象
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
深
く
埋
め
ら
れ
た
記
憶
が

そ
の
ま
ま
形
象
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

私
た
ち
の
人
生
と
い
う
家
が
建
て
ら
れ
る
に
際
し
て
行
わ
れ
た
儀
式
を
、
私
た

ち
は
と
う
の
昔
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
家
が
攻
撃
さ
れ
よ
う
と
す
る

と
き
、
そ
し
て
敵
の
爆
弾
が
す
で
に
落
ち
て
き
て
い
る
と
き
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た

奇
妙
な
古
物
が
ひ
と
つ
残
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
爆
弾
に
よ
っ
て
、
土
台
の
中
に
露
わ
に

さ
れ
て
く
る
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
は
呪
文
と
と
も
に
埋
め
ら
れ
、
犠
牲
と
し
て
捧

げ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
の
下
の
ほ
う
は
、
な
ん
と
身
の
毛
も
よ
だ
つ
よ

う
な
珍
品
陳
列
室
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
こ
で
は
、
最
も
日
常
的
な
も
の
に
、
い
ち

ば
ん
深
い
竪
穴
が
と
っ
て
お
か
れ
て
い
る
。
あ
る
絶
望
の
夜
、
夢
の
中
で
私
は
、
も

う
何
十
年
も
消
息
を
知
ら
ず
、
こ
の
間
、
思
い
出
す
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

学
校
時
代
の
最
初
の
級
友
と
、
友
情
を
、
そ
し
て
兄
弟
の
よ
う
な
愛
情
を
、
嵐
の

ご
と
く
、
新
た
に
結
ん
だ
。
だ
が
目
覚
め
た
と
き
、
は
っ
き
り
と
分
か
っ
た̶

̶

絶
望
が
爆
発
の
よ
う
に
白
日
の
も
と
に
晒
し
た
の
は
、
こ
の
人
の
遺
骸
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
将
来
こ
こ
に
住
む
者
が
、
い
か
な
る

点
に
お
い
て
も
彼
に
似
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
。5
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都
市
の
中
で
ご
く
普
通
に
目
に
す
る「
半
地
下(Souterrain)

」̶
̶

外
か
ら
見
る
と
、

多
く
の
場
合
、
街
路
に
面
し
て
足
元
付
近（
内
部
で
は
天
井
付
近
）
に
採
光
窓
を
も

つ
住
居
の
下
層
部
分̶

̶

が
、
こ
の
短
い
テ
ク
ス
ト
の
標
題
と
し
て
、『
一
方
通
行
路
』

の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
他
の
多
く
の
形
象
た
ち
と
と
も
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は

都
市
の
風
景
の
中
の
一つ
と
し
て
こ
の
場
所
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、Souterrain
と
い
う
文
字
で
は
な
く
、
そ
の
写
真
が
そ
こ
に
収
ま
っ
て
い
て
も

か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
形
象
・
イ
メ
ー
ジ
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
自
殺
し
た

学
生
時
代
の
親
友
の
記
憶
、
そ
の
衝
撃
の
た
め
に
文
字
通
り
地
下
に
埋
め
ら
れ
た
も

の
の
、
あ
る
と
き「
爆
撃
」
に
よ
っ
て
白
日
の
も
と
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
記
憶

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
意
識
と
い
う
表
層
部
分
の
地
下
に
埋
め
る
と
い
う
行
為
と
そ
れ

を
何
か
の
は
ず
み
で
掘
り
起
こ
す
行
為
そ
の
も
の
の
構
造
性
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
行

為
の
上
に
ま
さ
に
建
て
ら
れ
た
生
活
と
い
う
構
造
性
そ
の
も
の
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
な
る
個
人
の
記
憶
を
越
え
て
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
を
読
む
者̶

̶

こ
の
形
象
を
通
じ
て
そ
れ
が
指
し
示
す
記
憶
・
忘
却
そ
の
も
の
へ
と

た
ど
り
着
く
者̶

̶

を
震
撼
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
形
象
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る

も
の
が
、
単
に
特
定
の
個
人
の
体
験
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
構
造
性
そ
の
も

の
の
像
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ベ
ル
リ
ン
の
市
街
で
出
会
う
さ
ま

ざ
ま
な
形
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
断
片
と
し
て
何
の
脈
絡
も
な
く
存
在
し
な
が
ら
、
こ
の

よ
う
に
記
憶
の
な
か
で
連
鎖
し
て
い
く
。
あ
る
い
は
ま
た
そ
う
い
っ
た
記
憶
の
連
関
と

と
も
に
、
例
え
ば
「
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
」
や「
公
認
会
計
士
」
と
い
っ
た
小
編
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
、
都
市
の
形
象
た
ち
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
と
ら
え
る
メ
デ
ィ
ア
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
転
換
の
理
論
連
関
と
も
意
味
の
重
層
性
を
も
っ
て
共
振
し
合
い
、
あ
る
新
た
な
像
へ

と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。6　

２　
敷
居

　
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
（
あ
る
い
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
配
さ
れ
た
）「
近
代
」
の
都
市
に

埋
も
れ
た「
古
典
古
代
」
を
二
重
写
し
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
に
せ
よ
、
忘
れ

去
ら
れ
た
記
憶
を
地
下
か
ら
呼
び
起
こ
す
に
せ
よ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
都
市
を
歩

く
と
い
う
行
為
は
、
時
間
や
記
憶
の
地
層
の
う
ち
に
埋
め
ら
れ
た
あ
る
歴
史
的
形
象

を
掘
り
起
こ
す
、
い
わ
ば
考
古
学
的
な
ま
な
ざ
し
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
都

市
を
と
ら
え
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
視
線
に
は
、
こ
う
い
っ
た
形
象
・
イ
メ
ー
ジ
の
い
わ
ば
同

時
的
・
垂
直
的
な
二
重
性
だ
け
で
な
く
、
こ
の
二
重
性
に
関
わ
る
も
う
ひ
と
つ
別
の
、

あ
る
根
本
的
な
思
考
様
式
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
展
開
の
中
で

の
、
異
な
る
領
域
へ
の
い
わ
ば
水
平
的
な
移
行
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、

こ
れ
ら
同
時
的
な
二
重
性
の
境
界
、
お
よ
び
展
開
の
中
で
の
異
な
る
段
階
の
間
の
境

界̶
̶

こ
れ
ら
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
し
ば
し
ば「
敷
居(Schw

elle)

」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん

で
い
る̶

̶

を
越
え
る
こ
と
を
め
ぐ
る
、
き
わ
め
て
細
や
か
な
感
受
性
を
と
も
な
っ
た

反
省
が
支
配
し
て
い
る
。（
こ
の
小
論
は
、
都
市
に
つ
い
て
語
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス

ト
の
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
、
記
憶
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
、「
敷
居
」
を

め
ぐ
る
思
考
連
関
、
そ
し
て
歴
史
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
を
結
び
つ
け
る
試
み
と
位
置

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。7
）

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
例
え
ば『
凱
旋
行
進
と
凱
旋
門
』
と
題
さ
れ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン

ト
・
ノ
ア
ク
の
論
文
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、8 

凱
旋
門
を「
祭
儀
的
意

義
」
を
も
ち
、「
通
過
儀
礼
」
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
。「
門
は
、
敷
居

と
い
う
経
験
領
域
か
ら
さ
ら
に
発
展
し
て
、
そ
の
ア
ー
チ
を
く
ぐ
る
人
物
ま
で
も
変

え
る
に
い
た
る
。
帰
国
し
て
き
た
軍
司
令
官
が
ロ
ー
マ
の
凱
旋
門
を
く
ぐ
れ
ば
、
凱

旋
将
軍
が
で
き
上
が
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。」9 

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

例
え
ば
ノ
ア
ク
が
彼
の
論
文
の
中
で
意
図
し
た
よ
う
な
、
凱
旋
門
の
歴
史
的
機
能
で
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は
な
く
、
都
市
の
中
に
、
あ
る
異
な
る
世
界
に
通
ず
る
入
り
口
と
な
る
場
所
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
、
異
な
る
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
い
う
あ
る
根
本
的
な
経
験

の
場
が
、
凱
旋
門
と
い
っ
た
特
別
な
意
義
を
持
つ
建
築
物
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
門

や
入
り
口
あ
る
い
は
階
段
の
始
ま
り
と
い
っ
た
、
都
市
の
中
の
具
体
的
形
象
と
な
っ
て

現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
夢
の
中
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お

い
て
ほ
ど
境
界
と
い
う
現
象
が
そ
れ
本
来
の
姿
で
経
験
さ
れ
う
る
場
所
は
ほ
か
に
な
い
。

（
…
）
境
界
は
敷
居
の
よ
う
に
街
路
の
上
を
走
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
虚
空
へ一
歩

踏
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
あ
る
新
た
な
区
域
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ま

る
で
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
低
い
階
段
に
足
を
踏
み
出
し
て
し
ま
い
で
も
し
た
か
の
よ

う
に
。」10 

都
市
の
中
で
境
界
の
機
能
を
持
つ
そ
れ
ら
の
形
象
は
、
多
く
の
場
合̶

̶

実
際
、
建
物
の
敷
居
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に̶

̶
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
空
間
的
形
態

に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
境

界
を
越
え
る
こ
と
に
よ
る
変
化
は
、
日
常
的
な
経
験
の
中
に
埋
没
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
い

う
よ
り
も
、
そ
れ
は
そ
の
境
界
が
本
来
意
図
し
て
い
る
空
間
的
機
能
の
変
化
と
し
て
、

自
明
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
扉
は
、
あ
る
建
築
物
に
お
い

て
異
な
る
空
間
機
能
の
間
の
境
界
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
り
異
な
る
機
能
・
意
味
を
持
つ
空
間
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

に
と
っ
て
敷
居
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
単
純
な
空
間
的
移
動
、
異
な

る
機
能
連
関
を
持
つ
空
間
へ
の
移
動
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
あ
る
異

な
る
層
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
に
い
る
と
感
じ
、
そ
の
意

味
で「
現
実
」
と
と
ら
え
て
い
る
こ
の
世
界
と
は
異
な
る
世
界
へ
と
入
り
込
ん
で
ゆ
く

こ
と
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

　

そ
の
異
な
る
世
界
は
、
空
間
的
な
比
喩
と
し
て
は̶

̶

前
の
引
用
で
下
に
降
り
て

ゆ
く
階
段
に
よ
っ
て
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に̶

̶

し
ば
し
ば
、わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
の

「
下
」
に
あ
る
も
の
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
光
の
届
か
な
い
暗
い
世
界
と
し
て
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
。「
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
黄
泉
の
国(U

nterw
elt)

に
通
じ
て
い
る
い
く
つ

か
の
場
所
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
覚
醒
時
の
わ
れ
わ
れ
の
存
在
に
し
て
も
、
そ
の
さ

ま
ざ
ま
な
秘
密
の
場
所
か
ら
黄
泉
の
国
へ
と
道
が
通
じ
て
い
る
一つ
の
大
地
、
夢
が
流

れ
込
ん
で
く
る
ま
っ
た
く
人
目
に
つ
か
な
い
場
所
に
満
ち
た
一つ
の
大
地
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
場
所
の
傍
ら
を
毎
日
そ
れ
と
も
知
ら
ず
通
り
す

ぎ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
ひ
と
た
び
眠
り
が
襲
っ
て
く
る
と
、
そ
う
し
た
場
所
を
取

り
戻
そ
う
と
あ
わ
て
て
手
探
り
し
、
暗
い
道
に
紛
れ
込
む
。
町
の
家
々
の
作
り
な
す

迷
宮
は
、
白
昼
に
つ
い
て
い
え
ば
、
意
識
に
似
て
い
る
。」11 

敷
居
は
、『
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
に
お
い
て
は 

「
近
代
」
の
パ
リ
に
埋
も
れ
た
（
ま

さ
に 

「
地
下
的
・
冥
界
的(chthonisch)

」12
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て

い
る
）「
古
典
古
代
」
の
相
貌
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
の
、
そ
し
て
昼
間
の
意
識

の
下
に
埋
め
ら
れ
た
隠
れ
た
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
の
、
い
わ
ば
秘
密
の
入
り
口

で
あ
る
。
二
つ
の
世
界
の
重
ね
合
わ
せ
、
異
な
る
世
界
の
発
掘
は
、
敷
居
を
越
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
白
昼
の
意
識
に
お
い
て̶

̶

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ

の「
現
実
」
感
覚
に
お
い
て̶

̶

と
ら
え
ら
れ
る
都
市
に
対
し
て
、
昼
の
あ
い
だ
は
意

識
の 

「
下
」
に
隠
さ
れ
た
、い
わ
ば
夢
の
中
の
都
市
が
重
な
り
合
う
よ
う
に
存
在
す
る
。

「
夢̶

̶

そ
れ
は
一
九
世
紀
の
根
源
史(U

rgeschichte)

に
つ
い
て
証
言
し
て
く
れ
る
よ

う
な
発
掘
が
行
わ
れ
る
大
地
で
あ
る
。」13 

そ
れ
は
ま
た「
目
覚
め
」
を
待
つ
都
市
で

も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も「
近
代
」
の
パ
リ
が「
夢
の
都
市
」
と
呼
ば
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
パ
リ
や
ベ
ル
リ
ン
に
つ
い
て

の
著
作
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
に
比
べ
れ
ば
比
較
的
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
短
い
旅



72

行
記
に
つ
い
て
も
、「
敷
居
」
の
感
覚
が
い
か
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
を
貫
い
て
い
る
か
を

強
調
し
て
い
る
。「
一
度
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
敷
居
の
強オ

ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン

迫
観
念
に
対
し
て
注
意
が
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
彼
の
他
の
都
市
観
相
学
を
見
て
も
同
じ
よ
う
に
目
を
惹
く
。」14

 

こ
の
「
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
浸
透
し
て

い
る
。
い
っ
た
ん
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
敷
居
に
対
す
る
感
覚
を
身
体
で
感
じ
取
っ
た
な
ら
ば
、

門
、
扉
、
敷
居
、
階
段
と
い
っ
た
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
境
界
を
形
づ
く
る
形
象
が
テ
ク

ス
ト
の
中
に
現
れ
て
き
た
と
き
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
ロ
ッ
ジ
ア
、
電
話
、
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
な
ど
都
市
の
中
で
出
会
う
ご
く
普
通
の
物
た
ち
、
あ
る
い
は
朝
食
を
食
べ
る

こ
と
、
病
気
に
な
る
こ
と
、
動
物
に
触
れ
る
こ
と
と
い
っ
た
日
常
的
な
経
験
に
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
出
会
う
た
び
ご
と
に
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
深
く「
敷
居
」
を
め

ぐ
る
連
関
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
描
か
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は「
敷
居
」
が
、そ
う
い
っ
た
都
市
の
中
の
事
物
や
経
験
を
離
れ
て
、例
え
ば「
目

覚
め
と
眠
り
の
間
に
あ
る
敷
居
」（『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』）、 15
「
世
界
審
判
と
い
う

敷
居
」（『
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
』）16
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
形
式
の
中
に
深

い
根
を
下
ろ
し
て
い
る
さ
ま
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
境
界
を
め
ぐ
る
思
考

連
関
が
と
り
わ
け
都
市
に
つ
い
て
語
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
都
市
空
間
こ
そ
が
、
境
界
と
い
う
本
来
的
に
は
空
間
的
な
形
式
の

集
中
的
に
現
象
す
る
場
所
で
あ
り
、「
夢
の
中
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に

お
い
て
ほ
ど
境
界
と
い
う
現
象
が
そ
れ
本
来
の
姿
で
経
験
さ
れ
う
る
場
所
は
ほ
か
に
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
や
ク
ラ
ウ
ス
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
敷

居
」
が
二
つ
の
意
味
世
界
の
間
の
論
理
的
な
構
造
関
係
の
境
界
と
し
て
現
れ
る
場
合

に
も
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ゲ
ー
テ
の 

『
親
和
力
』
を
語
る
に
せ

よ
、
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
に
つ
い
て
語
る
に
せ
よ
、
カ
フ
カ
に
つ
い
て
語
る
に
せ
よ
、17 

そ
こ
に
現
れ
る「
敷
居
」
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
る
二
つ
の
世
界
の
論
理
的
な
構
造
関
係

は̶
̶

敷
居
が
一つ
の
具
体
的
な
空
間
的
形
象
で
あ
る
以
上
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な

い
が̶
̶

空
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
比
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
よ

り
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
き
換
え
て
考
え
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
異
な
る
層
の
論
理
的
な
構
造
関
係
を
そ
の
表
現
の

う
ち
に
ど
の
よ
う
に
配
置
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ま
さ
に
都

市
に
つ
い
て
語
る
テ
ク
ス
ト
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
考
え
ら
れ
た
通
り
に
表
現

さ
れ
た
真
理
ほ
ど
貧
し
い
も
の
は
な
い
」。18 

都
市
の
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
、
都
市

空
間
の
中
の
敷
居
は
、
そ
う
い
っ
た
構
造
関
係
に
か
か
わ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
配
置

さ
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
、
都
市
の
中
の
形
象
が
あ
る
論
理
的
関
係
の
中
で

単
に
比
喩
像
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
形
象
は
、
そ
れ
自
体
と

は
別
の
意
味
連
関
を
同
時
に
指
し
示
す
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
本
来
的
に
二
重
の
意
味

連
関
の
層
に
か
か
わ
り
、
ま
た
、
罪
の
連
関
に
と
ら
わ
れ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
時

間
性
が
空
間
化
さ
れ
た「
自
然
史
」
と
し
て
、そ
れ
自
体
、い
わ
ば
次
の
層
に
お
い
て「
救

済
」
さ
れ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。19 

そ
の
意
味
に
お
い
て
都
市
空
間
は
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
思
考
形
式
そ
の
も
の
の
表
現
で
も
あ
る
の
だ
。

　

そ
う
い
っ
た
都
市
の
形
象
の
中
で
、
敷
居
は
論
理
的
な
構
造
関
係
を
支
え
る
形
式

に
直
接
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
敷
居
を
め
ぐ
る
思
考
形
式
に

対
し
て「
敷
居
学(Schw

ellenkunde)

」20 
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、̶̶

も
ち
ろ
ん
き
わ
め
て
奇
異
な
名
称
で
は
あ
る
け
れ
ど
も̶

̶

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

と
も
い
え
る
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
お
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が「
敷
居
学
」
と
い
う
言
葉
を

直
接
用
い
て
い
る
箇
所
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
著
作
か
ら
の
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
ご
く
些
細
な
も
の
と
も
見
え
る
引
用
に
す
ぎ
な
い
。「
あ
る
歩
く
哲
学

者
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
で
、
歩
く
人
と
馬
車
に
乗
る
人
と
の
間
に
は
、
ス
テ
ッ
プ
に
足
が
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掛
か
る
か
掛
か
ら
な
い
か
、
そ
れ
だ
け
の
差
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
あ
あ
！　
ス
テ
ッ

プ
！
…
…
そ
れ
は
、
あ
る
国
か
ら
別
の
国
へ
の
、
貧
困
か
ら
豪
奢
へ
の
、
呑
気
な
暮
ら

し
か
ら
気
の
張
る
生
活
へ
の
出
発
点
で
あ
り
、
無
に
等
し
い
人
か
ら
す
べ
て
で
あ
る
よ

う
な
人
へ
の
橋
渡
し
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
こ
に
足
を
置
く
こ
と
だ
。」21 

こ
こ
で
も
、

二
つ
の
世
界
の
境
界
に
関
す
る
ご
く
日
常
的
に
観
察
さ
れ
る
現
象
が
理
論
的
考
察
の

た
め
の
出
発
点
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
一
貫
し
て
あ
る
理
論
的

枠
組
み
に
従
い
な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
現
象
そ
の
も
の
の
提
示
を
彼
の
表
現
の
ス
タ

イ
ル
と
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
現
象
の
世
界
の
中
で
断
片
と
し
て
存
在
す
る
形

象
た
ち
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
新
た
に
布
置
す
る
と
い
う
彼
の
思
考
の
方
法
に
由
来
す

る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
し

て
こ
の
現
象
の
世
界
、空
間
性
・
時
間
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
の 

「
歴
史
」
の
世
界
、

堕
罪
に
よ
っ
て
罪
の
連
関
に
あ
る
こ
の
世
界
を̶

̶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
ア
レ
ゴ
リ
ー

は
そ
う
い
っ
た
罪
の
連
関
が
形
象
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る̶

̶

理
念
の
世
界
の
う
ち

に
、
い
わ
ば
無
空
間
的
・
無
時
間
的
な
神
の
世
界
の
う
ち
に
救
済
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

敷
居
を
越
え
る
こ
と
の
二
つ
の
形
式
連
関
を
も
う
一
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
ひ
と
つ

は
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
本
来
の
事
物
と
し
て
の
意
味
と
と
も
に
、
別
な
意
味
を
指
し
示

す
と
い
う
「
二
義
性
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
都
市
の
中
の
形
象
に
お
け
る
意
味
の
重

層
性
と
し
て
現
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て 

「
近
代
」
の
パ
リ
の
姿
は 

「
古
典
古
代
」
に

重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
の
、
そ
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
の
ア
レ

ゴ
リ
ー
で
あ
り
、「
脆
さ
」「
か
よ
わ
さ
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る「
白
鳥
」
や
、22

 

ユ
ゴ
ー
が
と
ら
え
た 

「
凱
旋
門
」、メ
リ
ヨ
ン
が
エ
ッ
チ
ン
グ
で
描
き
出
し
た 

「
ポ
ン・ヌ

フ
」
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
橋
渡
し
と
な
る
形
象
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
ま
た
、
都
市
は
夢
の
世
界̶

̶

覚
醒
時
に
は
意
識
の
下
に
埋
め
ら
れ
た
世
界̶

̶

と
も
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
世
界
に
降
り
て
行
く
敷
居
は
都
市
の
中
に
い
く
つ

か
あ
る
の
だ
が
、「
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
場
所
の
傍
ら
を
毎
日
そ
れ
と
も
知
ら
ず
通

り
す
ぎ
て
い
る
」。『
一
方
通
行
路
』
や
『
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
』
の
い
く
つ
か
の
小

編
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
敷
居
を
越
え
る
経
験
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
意
味
の
重
層
性
に
対
し
て
、
敷
居
を
越
え
る
こ

と
の
持
つ
も
う
一つ
の
連
関
は
、
ま
さ
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
展
開
に
関
わ
っ
て
い
る
。
あ
る

理
念
的
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
世
界
を
起
点
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
の
離
反
に
よ
る

否
定
性
の
状
態
を
経
て
、
根
源
的
な
状
態
と
結
び
つ
い
た
あ
る
新
し
い
到
達
点
へ
と
い

た
る
、と
い
う
三
段
階
的
な
思
考
の
あ
り
方
は
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
い
て
は
、理
念
論（
プ

ラ
ト
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）、
ユ
ダ
ヤ
神
学
、
歴
史
哲
学
、
そ
し
て
三
〇
年
代
に
は
マ
ル

ク
ス
主
義
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
は
三
段
階
的
な
展
開
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
思
考
が
複
合
的
に
重
な
り
合
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。23

 

そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
の

こ
の
世
界
は
、（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
、
単
な
る「
衰
亡
の
時
代
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で

は
な
い
に
せ
よ
）
否
定
性
の
徴
を
帯
び
た
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
性
・
全
体
と
し
て
の
理
念
の
断
片
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
こ
の
世
界

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
同
時
に
、
堕
罪
に
よ
っ

て
神
の
も
と
か
ら
追
放
さ
れ
罪
の
連
関
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
被
造
物
で
も
あ
る
。
こ
の

現
象
の
世
界
に
お
け
る
事
物
の
う
ち
、
と
り
わ
け
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
、
文
化
史
的
に
も

キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
の
異
教
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
始
原
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
的
言
語
の
直
接
性
か
ら
離
反
し
、
記
号
的
に
あ
る
別
の
も
の
を
意
味
す
る
と

い
う「
言
語
精
神
の
堕
罪
」24
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
重
に
も
罪
の
圏
内

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で
、
そ
れ
自
体
と
と
も
に
別
の
も
の
を
意
味
す
る

と
い
う
ま
さ
に
そ
の
特
質
（「
二
義
性
」）
に
よ
っ
て
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
同
時
に
救
済
の

連
関
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
そ
の

空
間
的
形
象
の
う
ち
に
本
来
的
な
存
在
と
記
号
的
な
意
味
連
関（
本
来
性
か
ら
の
離
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反
と
し
て
の
堕
罪
）
と
い
う
弁
証
法
的
な
両
極
を
含
み
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
新

た
な
段
階
を
そ
れ
自
体
志
向
し
て
い
る
か
ら
だ
。
弁
証
法
的
な
両
極
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
二
義
性
は
ま
た
、
本
来
性
か
ら
の「
滅
び
・
衰
退
」
と

い
う
時
間
的
過
程
が
い
わ
ば
凝
縮
さ
れ
（
こ
の
こ
と
が
「
か
よ
わ
さ
」「
脆
さ
」
と
な
っ

て
現
れ
る
）、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
に
空
間
化
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

が 

「
自
然
史(N

aturgeschichte)

」
と
呼
ぶ
、 「
自
然
」
の
空
間
の
う
ち
に 

「
歴
史
」
の

時
間
の
流
れ
が
い
わ
ば
凝
固
し
た
形
象
（
ア
レ
ゴ
リ
ー
）
の
あ
り
方
は
、
無
時
間
的
・

無
空
間
的
な
神
の
世
界
か
ら
追
放
さ
れ
、
時
間
と
空
間
と
い
う
形
式
の
中
で
事
物
が

存
在
し
て
い
く
こ
の「
歴
史
」
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
罪
の
世
界
の
う
ち
に
あ

る
被
造
物
が
再
び
神
の
世
界
の
中
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
展
開
に
お
い
て
、
図
式
的
に
は
三
つ
の
審
級
が
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、

そ
こ
に
は
二
つ
の
敷
居
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一つ
は
、
理
念
の
世
界
、

神
の
世
界
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
へ
と
越
え
る
途
上
に
あ
る
敷
居
で
あ
り̶

̶

例

え
ば 

「
言
語
精
神
の
堕
罪
」
や
、
神
学
的
・
歴
史
哲
学
的
連
関
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー

の
成
立
、
広
い
意
味
で
の「
神
話
」
の
連
関
の
誕
生̶

̶

、
そ
し
て
も
う
一つ
は
わ
れ

わ
れ
の
こ
の
世
界
か
ら
の
救
済
の
連
関
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
言

語
の
堕
罪
の
連
関
、『
暴
力
批
判
論
』
や
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
神
話
の
連
関
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
あ
る
い
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
を
特
徴
的
な
表
現
様
式
と
し
た
一
七
世
紀

の
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
の
世
界
、
一
九
世
紀「
高
度
資
本
主
義
」
の
パ
リ
に
お
け
る
商
品

世
界
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
あ
る
い
は
夢
の
迷
宮
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
都
市
、
記
憶
の

中
の
都
市
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
現
象
の
世
界
、「
歴
史
」
の
う

ち
に
あ
る
世
界
、
罪
に
と
ら
わ
れ
た
世
界
が
ど
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
の
か
を
語
り
つ

つ
、
つ
ね
に
こ
の
二
つ
の
敷
居
の
そ
れ
ぞ
れ
の
彼
方
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
二
つ
の
敷
居
の
う
ち
、
二
〇
年
代
後
半
以
降
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
の
は̶

̶

先
に
あ
げ
た「
覚
醒
と
眠

り
の
間
に
あ
る
敷
居
」
や「
世
界
審
判
と
い
う
敷
居
」
に
し
て
も
そ
う
だ
が̶

̶

特
に

後
者
の
、
救
済
に
関
わ
る
敷
居
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も

と
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
一つ
に
は
、
こ
の
現
象
の
世
界
、
歴
史
の

世
界
、
罪
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
被
造
物
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
救
済
さ
れ

た
世
界
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
と
っ
て
本
来
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
救
済
さ
れ

た
後
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が̶

̶

例
え
ば
カ
フ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
の
歪
め
ら
れ
不
潔
さ
に

満
ち
た
世
界
の
中
で
、
救
済
を
求
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
さ
ら
に
極
端
に
歪
め
ら
れ
、

ず
ら
さ
れ
て
、
限
り
な
く
引
き
延
ば
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て̶

̶

こ
の
時
代
に
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
と
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
方
向
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

方
向
で
の
一
定
度
の
比
較
的
明
確
な
像
を
結
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

　

都
市
を
語
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
現
れ
る「
敷
居
」
は（
明
示
的
で
な
い

も
の
も
含
め
て
）、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
し
ば
し
ば「
目
覚
め
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
色
彩
を
帯
び
た「
救
済
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
敷
居
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
そ
う
し
た
場
所
の
傍
ら
を
毎

日
そ
れ
と
も
知
ら
ず
通
り
す
ぎ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
に
も
、（
意

味
の
重
層
性
に
関
わ
る
場
合
は
別
と
し
て
）
二
つ
の
世
界
の
間
を
自
由
に
行
き
来
で
き

る
よ
う
な
場
所
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
は 「
パ
サ
ー

ジ
ュ
」
が
ま
さ
に 

「
通
過
儀
礼(rites de passages)

」
の
場
と
し
て
映
っ
て
い
た
よ
う

に
、25
異
な
る
世
界
へ
の
入
り
口
は
、
そ
の 

「
敷
居
」
を
越
え
た
最
初
の
瞬
間
に
の
み

感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。ち
ょ
う
ど
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、少
年
期
に
シ
ナ
ゴ
ー

グ
で
の
礼
拝
に
遅
れ
た
と
き
、
取
り
残
さ
れ
遅
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
絶
望
的
な
感
情

に
つ
づ
く
、
紐
帯
か
ら
解
き
放
た
れ
た
快
感
に
よ
っ
て 

「
性
の
目
覚
め
」
を
感
じ
た
と
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き
の
よ
う
に
。26 

　
し
か
し
、
そ
の
境
界
が
都
市
の
中
で
あ
る
空
間
的
形
態
を
と
る
と
す
れ
ば
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
と
っ
て
、
何
を
も
っ
て
そ
れ
は「
敷
居
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
境
界
を
越
え
る

形
式
の
場
と
な
り
う
る
の
か
。
門
、
扉
、
敷
居
な
ど
は
、
社
会
的
・
文
化
的
に
意
味

分
節
さ
れ
た
異
な
る
空
間
間
の
境
界
を
形
成
す
る
形
象
と
し
て
、
も
と
も
と
そ
の
機

能
に
ふ
さ
わ
し
い
空
間
的
形
態
を
と
っ
て
都
市
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

な
ぜ
そ
れ
ら
の
形
象
が「
敷
居
」
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
自
明
の
こ
と
が

ら
に
向
け
ら
れ
た
問
い
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば

玄
関
の
呼
び
鈴
が
鳴
る
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の「
敷
居
」
を
形
成
し
、27
さ
ら
に
い

え
ば
そ
れ
が
こ
の
現
象
の
世
界
の
中
か
ら
越
え
出
て
ゆ
く
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
時
間
・
空
間
を
分
割
す
る
そ
の
ベ
ル
の
音
は
、
こ
の
現
象
の
世
界
の
中
で
他

の
現
象
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
あ
る
事
物
が

重
層
的
な
意
味
・
イ
メ
ー
ジ
の
結
節
点
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
物
は
ど
の
よ
う

な
点
に
お
い
て
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
中
の
他
の
事
物
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

３　
想
起 (Eingedenken)

　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
』
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

記
憶
を
め
ぐ
る
理
論
に
つ
い
て
も
っ
と
も
集
中
的
に
取
り
上
げ
た
テ
ク
ス
ト
の
一つ
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
現
れ
る「
想
起(Eingedenken)

」28
と
い
う
特
殊
な
概
念
は
、
ア
レ

ゴ
リ
ー
の
理
論
連
関
を
通
じ
て
、
密
や
か
に「
敷
居
」
の
理
論
連
関
に
つ
な
が
っ
て
ゆ

く
。『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の 

『
悪
の
華
』
が
、
そ
れ
ま
で

の
抒
情
詩
受
容
に
お
け
る
も
の
と
は
ま
っ
た
く
変
化
し
た
読
者
の
経
験
の
構
造
、
つ

ま
り 

「
大
工
業
時
代
の
不
毛
で
眩
惑
的
な
経
験
」29
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
前
提
の
も
と
に
、『
悪
の
華
』
を
そ
う
い
っ
た
新
た
な
経
験
の
構
造
（「
シ
ョ
ッ
ク
体

験
」）
に
お
い
て
成
立
し
た
抒
情
詩
と
し
て
分
析
し
て
い
く
。30 

し
か
し
、
こ
う
い
っ

た
論
の
展
開
を
基
本
的
に
も
ち
つ
つ
も
、『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
は
、「
シ
ョ
ッ

ク
体
験
」
に
対
置
さ
れ
る 

「
伝
統
」
や「
経
験
」31
の
連
関
が
、
単
に
乗
り
越
え
ら
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」

に
対
す
る
補
完
的
な
要
素
と
し
て
、 『
悪
の
華
』
で
の
詩
人
の
経
験
の
う
ち
に
と
も
に

組
み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
る
。
こ
の
側
面
、
つ
ま
り 

「
伝
統
」「
経

験
」
の
連
関
が 

『
悪
の
華
』
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、

Eingedenken

で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は『
悪
の
華
』
の
最
初
の
部
分
を
な
す「
憂
鬱
と

理
想(Spleen et idéal)

」
と
い
う
標
題
に
つ
い
て
、 「
理
想
は
想
起(Eingedenken)

の
力
を
授
け
、
そ
れ
に
対
し
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
は
秒
の
群
れ
を
招
集
す
る
」32
と
い
う
解
釈
を
与
え

て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
右
に
述
べ
た
よ
う
な 

「
経
験
」
と
「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」
の

対
置
的
な
関
係
に
対
応
し
て
い
る
。

  

『
悪
の
華
』
を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
要
素
の
う
ち
、「
経
験
」「
想
起

(Eingedenken)

」
に
関
わ
る
も
の
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は 

「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
関
連
づ
け
て
い

る
。「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
特
に
強
調
し
て
い
る

こ
と
は
ま
ず
、
い
わ
ば
原
初
的
な
自
然
と
言
葉
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
が
相
互
に

響
き
あ
う
も
の
と
し
て
描
か
れ
た 

「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
が
、「
礼
拝
的(kultisch)

」
な
要
素

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て（ 「
体
験
」
で
は
な
く
） 「
伝
統
」
の
領
域
に
結
び

つ
く 

「
経
験
」
の
概
念
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
こ
の
こ
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
概
念
配
置
以
前
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。）
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ソ
ネ
ッ
ト 

〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
の
う
ち
最
初
の
八
行
を
テ
ク
ス
ト

の
う
ち
に
引
用
し
た
後
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

万コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
た
の
は
、
危
機
に
対
し
て
確
固
た
る
も
の
で
あ
ろ
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う
と
す
る
、
ひ
と
つ
の
経
験
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
経
験
は
、
礼
拝
的
な
も

の
の
領
域
に
お
い
て
の
み
存
在
し
う
る
。」33 

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る「
危
機
」
と
は
、

従
来
の
抒
情
詩
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
立
の
基
盤
を
失
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た「
大
工

業
時
代
」、 「
群
集
」
の
時
代
の
状
況
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が 

「
近
代
人
と
し
て
そ
の
証
人

と
な
っ
た
崩
壊
」(I, 638) 

で
あ
る
で
あ
る
が
、 「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
は
、そ
の
よ
う
な「
近
代
」

の「
体
験
」
を
前
に
し
て
、
そ
れ
と
は
反
対
に
深
く「
伝
統
」
と「
経
験
」
の
領
域
、
そ

し
て
ま
た「
礼
拝
的
」な
領
域
に
根
ざ
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
に
お
け
る
「
経
験
」
と
「
体
験
」
と
い
う
対
概
念
は
、『
複

製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
に
お
け
る
「
ア
ウ
ラ
」
の
連
関
と
非
ア
ウ
ラ
的
な
断
片
性

（「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」）
と
い
う
対
置
関
係
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、い
う
ま
で
も
な
く「
礼

拝
的
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
連
関
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
複
製
技
術
論
は
、
基
本
的

に
は「
技
術
的
複
製
可
能
性
の
時
代
」
に
お
け
る
芸
術
と
知
覚
の
あ
り
方
に
焦
点
を

定
め
な
が
ら
も
、「
ア
ウ
ラ
」
を
単
に
過
去
の
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
ア
ウ
ラ
」
へ
の
強
い
想
い
を
つ
ね
に
見
え
隠
れ
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
と
ち
ょ
う

ど
同
じ
よ
う
に
、『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
も
、
基
本
的
に
は
「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」

に
よ
っ
て
成
立
す
る
よ
う
な
新
し
い
抒
情
詩
の
あ
り
方
を
示
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
一

方
と
す
る
両
極
が̶

̶

「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
と
理
想
」
と
い
う
標
題
を
自
分
自
身
の
概
念
配
置
の

場
に
組
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て̶

̶

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
こ
と

を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 　
「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
い
う
詩
的
体
験
が
「
ア
ウ
ラ
」
の
連
関
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
理
解
さ
れ
や
す
い
事
柄
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
そ
れ
が
な
ぜ「
想
起

(Eingedenken)

」
と
結
び
つ
く
の
か
。
こ
の
こ
と
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
や
時
間
を
め

ぐ
る
思
考
と
関
わ
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
い
て
時
は
奇
妙

な
仕
方
で
分
割
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
少
数
の
特
異
な
日
々
の
み
が
姿
を
現
す
の
で
す
。

そ
れ
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
で
す
」
と
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
を
引
用
し
た
後
、34

次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。「
こ
の
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々(bedeutende Tage)

と

い
う
の
は
、
ジ
ュ
ヴ
ェ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
完
成
す
る
時
の
日
々
で
あ
る
。
そ
れ

は
想
起(Eingedenken)

の
日
々
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
体
験
の
し
る
し
も
な

い
。
こ
の
日
々
は
、
そ
の
他
の
日
々
と
結
び
つ
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
時
か
ら
突
出

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
日
々
の
内
容
を
な
す
も
の
を
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
と

い
う
概
念
に
定
着
し
た
。
こ
の
概
念
は〈
現
代
の
美
〉
の
概
念
と
じ
か
に
隣
り
合
っ
て

い
る
。」35 

『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
で
の「
均
質
で
空
虚
な
時
間
」
や「
歴
史
の
連

続
」
へ
の
批
判
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
現
象
の
世
界
に

お
け
る
単
な
る
時
間
の
流
れ
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
の
歴
史（ 「
純
粋
な
歴
史
」）
の
う

ち
に
何
の
救
済
の
可
能
性
も
見
て
い
な
い
。
救
済
へ
の「
跳
躍
」
の
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
の
は
、
こ
の
単
な
る
時
間
の
流
れ
の
う
ち
に
存
在
し
な
が
ら
も
、
い
わ
ば
時
間
・

歴
史
を
一
点
に
凝
縮
し
た
か
の
よ
う
な
瞬
間（ 「
現
在
時(Jetztzeit)

」）
や
空
間
的
形
象

（ 「
自
然
史
」）
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
に
お
い
て
反
応
し
た「
重

要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」、
そ
し
て
そ
れ
を
言
い
換
え
た「
想
起(Eingedenken)

の

日
々
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
歴
史
・
時
間
が
凝
縮
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
。
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
に
お
い
て「
時
は
奇
妙
な
仕
方
で
分
割
さ
れ
て
」
い
る
と
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
の

言
葉
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
特
別
な
注
意
を
向
け
る
場
合
、
彼
が
意
図
し
て
い
る

の
は
、
あ
る
時
間
の
流
れ
を
単
に
切
り
分
け
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
単

な
る
時
間
の
進
行
の
中
で
、
例
え
ば（
プ
ル
ー
ス
ト
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
）「
も
し

も
、
あ
る
宵
」
と
い
う
詩
の
言
葉
と
な
っ
て
現
れ
出
て
く
る
よ
う
な「
重
要
な
意
味
を

も
つ(bedeutend)

」
瞬
間
、
他
の
均
質
に
流
れ
る
時
間
か
ら
突
出
し
て
存
在
す
る
瞬

間
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
想
起(Eingedenken)

」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
単
な

る
時
間
の
流
れ
、 「
純
粋
な
歴
史
」に
お
い
て
突
出
し
た
特
別
な
瞬
間
と
し
て
存
在
す
る
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
が
、
現
象
の
世
界
、
歴
史
の
世
界
と
な
る
以
前
の
理
念

の
世
界
、
神
の
世
界
を
指
し
示
す
こ
と
そ
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
は
想
起(Eingedenken)

の
デ
ー
タ
で
あ
る
。そ
れ
は
歴
史
的(historisch)

な
デ
ー
タ
で
は
な
く
、
前
史(Vorgeschichte)

の
デ
ー
タ
で
あ
る
。」36 

時
間
の
流
れ

や
あ
る
展
開
に
お
い
て
は
過
去
の
も
の
、
そ
れ
以
前
の
事
象
へ
と
立
ち
帰
る
行
為
と
し

て
の「
想
起(Eingedenken)

」
に
よ
っ
て
想
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
も
の
（
＝
「
デ
ー
タ
」、

「
そ
れ
ら
の
日
々
の
内
容
を
な
す
も
の
」）
は
、「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
い
う
詩
的
体
験
の
な

か
で
感
じ
取
ら
れ
た
い
わ
ば
原
初
的
な
自
然
と
言
葉
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
こ
の
単
な
る
時
間
の
流
れ
の
中
の
世
界
、「
歴
史
的(historisch)

」
な
世
界
に
お

け
る
あ
る
特
定
の
過
去
で
は
な
く
、
ま
さ
に「
歴
史
」
の「
前
」
に
あ
る
世
界
で
あ
る
。

し
か
し
、「
想
起(Eingedenken)

」
は
た
だ
単
に
そ
う
い
っ
た
根
源
を
想
い
起
こ
す
行

為
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
根
源
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
歴
史
の
世

界
の
う
ち
に
突
出
し
て
存
在
す
る
瞬
間
と
い
う
断
片
、あ
る
い
は「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」

の
表
現
に
よ
る
な
ら
ば
、 「
歴
史
の
連
続
を
打
ち
砕
い
て
取
り
出
し
た
」
よ
う
な 「
現
在

時(Jetztzeit)

」37 

の
断
片
を
引
用
し
、̶
̶

「
後
史
」
と
な
る
も
の
へ
と̶

̶

新
た

に
構
成
す
る
歴
史
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て「
歴
史

は
構
成
の
対
象
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
お
い
て
、「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」

が「
完
成
す
る
日
々
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
っ
た 

「
前
史
」
を「
想
起
」
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
と
並
ん
で 

〈
前
世
の
生
〉
と
題
さ
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
の
う
ち
に
も
見
て
い

る
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
ほ
う
が
そ
の
題
名
自
体
に
よ
っ
て
さ
ら
に
は
っ
き
り
と「
想
起
」

の
対
象
を
指
し
示
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
祝
祭
日
を
重
大
で
意
味
深
い
も
の
に
す

る
の
は
、
前
世
の
生
と
の
出
会
い
で
あ
る
。」
祝
祭
日
も
ま
ち
が
い
な
く
あ
る
伝
統
の

連
関
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
暦
の
中
で
他
の
日
々
と
は
異
な
っ
た「
重

要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
歴
史
の
構
成
の
対
象
と
な
る
。「
歴

史
の
連
続
性
を
打
ち
砕
い
て
こ
じ
開
け
よ
う
と
す
る
意
識
は
、
行
動
の
瞬
間
に
あ
る

革
命
的
な
階
級
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
新
し
い
暦
を
導
入
し

た
。
一つ
の
暦
が
始
ま
る
そ
の
最
初
の
一
日
は
、
歴
史
の
低
速
度
撮
影
と
い
う
意
味
合

い
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
祝
祭
の
日̶

̶

そ
れ
は
想
起(Eingedenken)

の
日
に

ほ
か
な
ら
な
い̶

̶

と
し
て
繰
り
返
し
回
帰
す
る
の
も
、
根
本
的
に
は
、
こ
れ
と
同

じ
日
な
の
だ
。」38 「
暦
」
は
、一
年
の
時
間
の
流
れ
を
均
質
に
分
け
る
思
考
に
つ
な
が
っ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て 

（
時
間
を
均
質
に
分
け

る 

「
時
計
」
に
対
し
て
）
暦
は
む
し
ろ「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
が
現
れ
る
場
な

の
で
あ
る
。「
暦
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
百
年
来
と
い
う
も
の
、
も
は
や
ど
ん
な
か
す
か

な
痕
跡
す
ら
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
か
に
見
え
る
あ
る
歴
史
意
識
の
、
そ
の
記
念

碑
な
の
で
あ
る
。」

　

先
の
引
用
の
中
で
も
う
一つ
興
味
深
い
の
は
、「
歴
史
の
低
速
度
撮
影
」
へ
の
言
及

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
ま
さ
に「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
と
し
て
の「
想
起

(Eingedenken)

の
日
々
」
の
特
質
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
低
速
度
撮
影
を
行
っ
た
フ
ィ

ル
ム
を
映
写
す
る
と
、
実
際
の
時
間
の
流
れ
よ
り
も
速
い
速
度
で
人
物
が
動
き
、
事

物
が
変
転
し
て
ゆ
く
が
、
こ
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
を
き
わ
め
て
長
い
も
の
に
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
で
は
歴
史
の
推
移
が
き
わ
め
て
短
い
時
間
の
う
ち
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
感
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
メ
モ
が
残
さ

れ
て
い
る
。「
パ
リ
の
市
街
地
図
か
ら
一
本
の
刺
激
的
な
映
画
を
作
り
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
パ
リ
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
そ
の
時
間
的
な
順
序
に
従
っ
て

展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
街
路
や
目
抜
き
通
り
や
パ
サ
ー
ジ
ュ
や
広
場
の
こ
こ

数
世
紀
に
お
け
る
動
き
を
三
〇
分
と
い
う
時
間
に
凝
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
、
遊
歩
者
が
行
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
さ
に
こ
れ
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以
外
の
な
に
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。」39 

単
な
る
時
間
の
流
れ
の
中
に「
重
要
な
意
味

を
も
つ
日
々
」
や「
現
在
時(Jetztzeit)

」
と
し
て
存
在
す
る
特
別
な
瞬
間
は
、
ち
ょ

う
ど 
「
自
然
史
」
が「
歴
史
」
と
い
う
時
間
性
の「
自
然
」
と
い
う
空
間
性
へ
の
凝
縮
で

あ
る
よ
う
に
、
歴
史
の
時
間
の
流
れ
が
一
点
に
凝
縮
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
き
、時
間
の
流
れ
の
中
に
突
出
し
て
存
在
す
る「
重
要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」

と
な
ら
ん
で
、
こ
の
歴
史
の
世
界
の
単
な
る
空
間
の
広
が
り
の
中
に
、
い
わ
ば 

「
重
要

な
意
味
を
も
つ
場
所(bedeutende O

rte)

」
と
し
て
存
在
す
る
空
間
的
形
象
を
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
さ
に「
自
然
史
」
と
し
て
こ
の
世
界
の
う
ち
に

存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
形
象
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
の「
敷
居
」
と
は
、
彼

の
歴
史
主
義
批
判
に
お
け
る
表
現
を
転
用
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば「
均
質
で
空
虚
な
空

間
」
の
う
ち
に
、
つ
ま
り「
空
間
の
連
続
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
場
の
う
ち
に

存
在
す
る「
重
要
な
意
味
を
も
つ
場
所
」
の
一つ
で
あ
る
と
も
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
か
ら
こ
の
空
間
を
均
質
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
間
の
流
れ
に
お
け
る「
暦
」
と
同
様
に
、
も
と
も

と「
重
要
な
意
味
を
も
つ
」
も
の
に
よ
っ
て
世
界
を
と
ら
え
て
い
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。「
時
計
」
に
よ
っ
て
時
間
を
均
質
な
流
れ
と
し
て
等
分
に
計
測
す
る

技
術
が
進
展
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
あ
り
方
が
ま
す
ま
す 
「
時
間
の

強オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン

迫
観
念
」40
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、「
地
図
」
に
お
け
る
空

間
表
現
も
、
人
間
の
自
然
な
空
間
表
象
に
従
っ
た
も
の（
表
象
さ
れ
た
距
離
・
方
向
に

よ
る
絵
地
図
）
か
ら
、
厳
密
に
数
値
化
さ
れ
、
例
え
ば
緯
度
と
経
度
に
よ
っ
て
あ
ら

ゆ
る
地
点
を
等
質
に
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
思
い
描
く
か
が
大
き
く
変
貌
し
て
き
た
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
が『
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
や
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
で
も
言
及
し
て
い
る
、
パ

リ
の
番
号
制
住
所
表
記
の
導
入
も
こ
う
い
っ
た
世
界
把
握
の
転
換
の
一
端
を
示
し
て
い

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
で
概
念
的
分
節
化
に
基
づ
く
哲
学
的

思
考
を
批
判
し
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
根
源
を
指
し
示
し
つ
つ
非
連
続
的
に
存
在
す

る
断
片
の
構
成
と
い
う
思
考
の
あ
り
方
を
方
法
論
的
に
提
起
し
て
い
る
が
、
彼
が
ベ
ル

リ
ン
や
パ
リ
な
ど
の
都
市
を
描
く
際
に
試
み
て
い
る
歴
史
お
よ
び
空
間
の
叙
述
の
あ
り

方
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
の
圏
内
に
あ
る
。

   「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
と
理
想
」と
い
う
標
題
の
う
ち
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
読
み
取
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

『
悪
の
華
』
の
二
つ
の
構
成
要
素
の
う
ち
、こ
れ
ま
で「
理
想
」
に
関
係
づ
け
ら
れ
た「
想

起(Eingedenken)

」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
み
を
追
っ
て
き
た
。
し
か
し
、『
悪
の
華
』
の

基
本
的
な
方
向
を
規
定
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
ア
ウ
ラ
的
な
連
関
で
は

な
く
、
反
対
に
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」、「
シ
ョ
ッ
ク
体
験
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

る
よ
う
な「
現
代
の
美
」
の
連
関
、 「
理
想
」
と
対
置
さ
れ
る 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン鬱
」
の
連
関
で

あ
る
。41 

「
秒
の
群
れ
を
招
集
す
る
」
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
と
は
、
時
計
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
均
質

な
時
間
の
な
か
に
、
つ
ま
り
こ
の
世
の
生
の
う
ち
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
慰
め
の

な
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り「
理
想
」
が
、
こ
の
時
間
性
の
支
配
す
る
世

界
の
中
で
、
い
わ
ば
時
間
が
凝
縮
し
た「
重
要
な
意
味
を
も
つ
時
間
」・ 「
重
要
な
意
味

を
も
つ
場
所
」
に
お
い
て
、「
想
起(Eingedenken)

」
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
」
は
こ
の
世
界
の
時
間
性
そ
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が 

〈
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
〉
と 

〈
前
世
の
生
〉
に
お
い
て
、

真
の
歴
史
的
経
験
の
引
き
裂
か
れ
た
二
つ
の
部
分
を
手
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
」42 

と

い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、 「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
」
と 

「
理
想
」
の
あ
い
だ
の
両
極
的
な
時
間
性
の
あ
り

方
が
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
に 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン

鬱
と
理
想
」
は
本
来
対
極
的
な
関
係
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
」
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。 「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
に
お
い

て
は
時
間
が
物
化
さ
れ
る
。
一
分
一
分
が
人
間
を
雪
片
の
よ
う
に
被
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
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時
間
は
、
無メ

モ
ワ
ー
ル
・
ア
ン
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
ー
ル

意
思
的
記
憶
の
時
間
と
同
様
、
歴
史
を
持
た
な
い
。
し
か
し
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
に
お

い
て
は
時
間
感
覚
が
不
自
然
に
鋭
敏
に
な
る
。
一
秒
ご
と
に
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

止
め
る
た
め
に
、
意
識
が
動
員
さ
れ
る
。
／
時
間
の
計
算
は
持
続
性
よ
り
も
均
等
性

を
重
ん
じ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
自
分
の
中
に
異
質
で
目
立
つ
断
片
を
残
し
て
お
か

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。」43 

つ
ま
り
、「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
」
に
お
い
て
も 

「
想
起(Eingedenken)

の

日
々
」
と
同
様
に
、
秒
を
刻
ん
で
ゆ
く
均
質
な
時
間
の
な
か
で「
物
化
さ
れ
」、「
雪
片
」

の
よ
う
に
堆
積
し
、「
異
質
で
目
立
つ
断
片
」
と
な
る
よ
う
な
、
時
間
の
空
間
的
形
象

へ
の
凝
縮
が
生
じ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
物
化
さ
れ
た
時
間
は
、
無
時
間

的
な 

「
理
想
」
と
結
び
つ
い
て
い
る「
無メ

モ
ワ
ー
ル
・
ア
ン
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
ー
ル

意
思
的
記
憶
の
時
間
」
と
同
じ
よ
う
に
、
均

質
な
時
間
の
流
れ
の
中
に
存
在
し
つ
つ
も
、
い
わ
ば
凝
固
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た（ 「
歴
史
を
持
た
な
い（geschichtslos)

」）
時
間
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
時
間
性
が
空
間
化
し
た
形
象
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
歴
史
の
世
界
の
う

ち
に「
自
然
史
」
と
し
て
存
在
す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
」
の
中
で
時
間
の
流
れ
か
ら
析
出
し
た
も
の
は
、「
想
起
の
日
々
」
と
し
て
、「
重

要
な
意
味
を
も
つ
日
々
」
と
し
て
、
時
間
の
流
れ
か
ら
突
出
し
た
も
の
と
同
じ
な
の
だ

ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
把
握
に
従
う
か
ぎ
り
、 〈
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
〉
や 
〈
空
虚
を
好

む
心
〉
と 

〈
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
〉
や〈
前
世
の
生
〉
が
、
対
照
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
対
照
的
な
詩
の
う
ち
に
、時
間
が
凝
縮
し
た
空
間
的
・

時
間
的
形
象
と
い
う
特
質
が
同
じ
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
は
、

ア
レ
ゴ
リ
ー
が
も
と
も
と
有
し
て
い
る
両
極
性
に
由
来
す
る
。
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
一
方
で
、

そ
れ
自
体 

「
根
源
」、 「
前
史
」
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
、こ
の
歴
史
の
世
界
の
中
で

救
済
の
可
能
性
を
秘
め
た
形
象
と
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
堕
罪

に
よ
っ
て
神
の
世
界
か
ら
こ
の
歴
史
の
世
界
へ
と
放
逐
さ
れ
、
あ
く
ま
で
も
罪
の
連
関

に
囚
わ
れ
た
形
象
で
も
あ
る
。「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
と
理
想
」
は
つ
ま
り
、
こ
の
歴
史
の
世
界
と
理

念
の
世
界
の
対
置
関
係
を
指
し
示
す
と
と
も
に
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
両
極
的
な
位
置
づ

け
の
表
現
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
互
い
を
前
提
と
し
つ
つ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
さ

ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
姿
を
現
し
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
の
連

関
に
お
い
て 

「
憂ス

プ
リ
ー
ン
鬱
」
が
、例
え
ば
ブ
ラ
ン
キ
や
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
永
遠
回
帰
の
テ
ー

マ
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、「
新
し
い
も
の
」
で
あ
り
、
か
つ
「
つ
ね
に
同
じ
も
の
」
で
あ

る 

「
商
品
」
の
世
界
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
世
界̶

̶

歴
史
の
世

界
、
現
象
の
世
界
、
罪
の
連
関
に
あ
る
世
界̶

̶

に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
理
想
」
と
い
う
言
葉
を
と
っ
て
こ
こ
で
現
れ
た
も
う
一つ
の
要
素
は
、
そ
う
い
っ
た
歴

史
の「
前
」
の
根
源
的
な
世
界
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
歴
史
の
世

界
か
ら
救
済
さ
れ
た
、
歴
史
の 

「
後
」
の
神
の
世
界
を
も
指
し
示
し
て
い
る
。「
想
起

(Eingedenken)

」
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
言
葉
は
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク

ス
ト（
物
語
論
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
記
憶
論
、
歴
史
概
念
等
）
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
色

合
い
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
概
念
を
根
本
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は̶

̶

物

語
論
や
記
憶
論
の
異
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も「
想
起(Eingedenken)

」
の
連

関
で 「
礼
拝(Kult)

」や 「
祝
祭
日
」が
共
通
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に̶

̶

な
に

よ
り
も
こ
れ
が
根
源
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と

を
前
提
と
し
つ
つ
も
、 『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
で
は 

「
想
起(Eingedenken)

」
に
お

け
る
ア
ク
セ
ン
ト
は
、む
し
ろ 

「
後
史
」
へ
と
向
か
う
救
済
の
連
関
に
置
か
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。

時
間
が
そ
の
胎
内
に
何
を
宿
し
て
い
る
の
か
を
時
間
か
ら
聞
き
だ
し
た
占
師
た
ち

は
、
間
違
い
な
く
、
時
間
を
均
質
な
も
の
と
し
て
も
空
虚
な
も
の
と
し
て
も
経
験

し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
脳
裡
に
思
い
描
け
る
者
は
お
そ
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ら
く
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
が
想
起(Eingedenken)

の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
経
験

さ
れ
た
か
に
つ
い
て
も
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ま
っ
た
く

同
じ
よ
う
に
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
未
来
を
探
る
こ
と
は
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
禁

じ
ら
れ
て
い
た
。
律
法
と
祈
祷
は
、
そ
の
代
わ
り
に
彼
ら
に
想
起(Eingedenken)

を
教
え
て
い
る
。
占
師
に
予
言
を
求
め
る
人
び
と
が
囚
わ
れ
て
い
る
未
来
の
魔
力

か
ら
、
想
起
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
解
放
し
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ

人
に
と
っ
て
未
来
が
、
均
質
で
空
虚
な
時
間
に
な
っ
た
わ
け
で
は
や
は
り
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
未
来
の
ど
の
瞬
間
も
、
メ
シ
ア
が
そ
れ
を
潜
り
抜
け
て
や
っ
て
く
る

可
能
性
の
あ
る
小
さ
な
門
だ
っ
た
の
だ
。（
補
遺
B
）
44

シ
ョ
ー
レ
ム
は
こ
の
テ
ー
ゼ
に
言
及
す
る
際
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
メ
シ
ア
的
理
念
」
が

エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ロ
ッ
ホ
に
由
来
す
る
と
考
え
る
こ
と
ほ
ど
誤
っ
た
こ
と
は
な
い
と
述

べ
な
が
ら
、
こ
の
「
メ
シ
ア
的
理
念
」
と
並
ぶ
ユ
ダ
ヤ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て「
想
起

(Eingedenken)

の
理
念
」
を
あ
げ
て
い
る
。45 

ブ
ロ
ッ
ホ
か
ら
の
影
響
を
否
定
す
る

シ
ョ
ー
レ
ム
の
言
葉
が「
想
起(Eingedenken)

」
ま
で
も
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る

か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
こ
の
概
念
は
明
ら
か
に
、
過
去
の
も

の
の
中
に
潜
む
未
来
を
指
し
示
す
力
で
あ
り
、
か
つ
人
間
的
な
も
の
と
神
的
な
も
の

と
の
神
秘
的
合
一の
場
で
も
あ
る
ブ
ロ
ッ
ホ
の「
想
起(Eingedenken)

」
の
概
念
と
き

わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。46 

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』

の
初
期
の
草
稿
の
中
で「
目
覚
め
」
を 

「
想
起(Eingedenken)

の
弁
証
法
的
、コ
ペル

ニ
ク
ス
的
転
換
」
と
位
置
づ
け
る
言
葉
の
後
に
ブ
ロ
ッ
ホ
の
名
を
記
し
て
い
る
が
、47 

そ
の「
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
」に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「歴

史
を
見
る
に
あ
た
っ
て
の
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
と
は
こ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま

で 

「
既
在
」(das »G

ew
esene«) 

は
固
定
点
と
み
な
さ
れ
、
現
在
は
、
手
探
り
し
な
が

ら
認
識
を
こ
の
固
定
点
へ
と
導
こ
う
と
努
め
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
や
こ

の
関
係
は
逆
転
さ
れ
、
既
在
が
弁
証
法
的
転
換
の
場
に
、
覚
醒
し
た
意
識
の
突
然
の

出
現
の
場
に
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
政
治
が
歴
史
に
対
す
る
優
位
を
も
つ
よ
う
に
な

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
的
な
こ
と
が
ら
は
、
た
っ
た
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
ふ
り
か
か
っ
た

も
の
と
な
る
。そ
し
て
、そ
の
事
実
的
な
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
は
想
起(Erinnerung)

の
仕
事
で
あ
る
。
実
際
、
目
覚
め
と
は
、
こ
う
し
た
想
起(Erinnern)

の
も
っ
と
も

模
範
的
な
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
、
も
っ
と
も
月
並

み
な
も
の
、
も
っ
と
も
自
明
な
も
の
を
想
起
す
る(erinnern)

こ
と
に
成
功
す
る
よ

う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。」48 

こ
こ
で
はErinnerung

とEingedenken

は
実
質
的
に

ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
再

び
ふ
れ
る
）、
と
り
あ
え
ず
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
の
「
コ
ペ
ル
ニ

ク
ス
的
転
換
」
は
二
つ
の
事
柄
を
さ
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一つ
は
、
過
去
の

あ
る
出
来
事（ 「
既
在
」）
は
こ
れ
ま
で
変
わ
る
こ
と
の
な
い
事
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
過
去
の
事
実
に
遡
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
新
し
い

歴
史
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
去
の
出
来
事
は
そ
の
よ
う
な「
固
定
点
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
認
識
が
転
換
す
る
場
と
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
現
在

の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
過
去
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事
が
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
今
現
在
と
い
う
時
点
で
、
そ
の
出
来
事
に
お
い
て
認
識
の
転
換
が
起
こ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
む
し
ろ
未
来
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
が
ら
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
明
確
に
言
表
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
を〈
実
際
に
あ
っ
た
通
り
に
〉
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
危
機
の
瞬

間
に
ひ
ら
め
く
よ
う
な
想
起(Erinnerung)

を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
」49
と
い

う 

「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
の
中
の
一
節
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
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̶̶̶　越境性のアポリア　̶̶̶

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
箇
所
で
、Erinnerung

とEingedenken

が
し
ば
し
ば
あ
ま
り

一
貫
性
の
な
い
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
読
者
を
混

乱
さ
せ
る
。
例
え
ば
、「
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
」を
説
明
す
る
テ
ク
ス
ト
に
続
く
パ
サ
ー

ジ
ュ
論
の
断
片
に
は
、「
既
在
を
夢
の
想
起(Traum

erinnerung)

に
お
い
て
経
験
す
る

こ
と
！　

̶
̶

と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
想
起(Erinnerung)

と
目
覚
め
は
き
わ
め

て
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
覚
め
は
想
起(Eingedenken)

の
弁
証
法
的
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
な
の
で
あ
る
」50
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
二
つ

の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
言
い
換
え
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
が

い
か
に
神
学
、
理
念
論
、
歴
史
哲
学
さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
的
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
彼
が
直
接
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
る
の
は
、『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
せ
よ
、
ベ
ル
リ
ン
を
語
る
テ
ク
ス
ト
に
せ
よ
、
こ
の

世
界
の
中
の
ご
く
日
常
的
な
事
物
で
あ
る
。Erinnerung
と
い
う
ご
く
日
常
的
な
言

葉
は
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
経
験
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
のErinnerung

は
、
過
去
の
あ
る
出
来
事
を
思
い
出
す
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
思

い
出
さ
れ
た
内
容（
記
憶
）
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
憶
と
し
て
のErinnerung

は
、
過
去
の
出
来
事
を
思
い
出
す
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
手
に
し
たErinnerung

は
、
現
在
の
う
ち
に
あ
る

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
る
時
間
的
な
流
れ
が
凝
縮
さ
れ
た
像
、「
そ
れ
が
認
識
可
能
な

〈
い
ま
〉、
稲
妻
の
よ
う
に
ひ
ら
め
く
過
去
の
像
」51
と
し
て
存
在
す
る
。「
夢
の
想
起

(Traum
erinnerung)

」
と
は「
既
在
」
と
同
様
に
、
現
在
の
う
ち
に
あ
る
わ
れ
わ
れ

が
手
に
し
て
い
る
像
な
の
で
あ
る
。
そ
の
像
に
お
い
て
あ
る
認
識
の
転
換
が
起
こ
る
と

き
、
過
去
に
生
じ
た
出
来
事
は
、「
た
っ
た
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
ふ
り
か
か
っ
た
も
の
」
と

し
て
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
新
た
な
様
相
を
呈
す
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
に
お

い
て
、Erinnerung

も
転
換
を
遂
げ
た
認
識
に
よ
っ
て
未
来
を
志
向
す
る
特
質
を
持

つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
日
常
的
な
行
為
と
し
て
過
去
を 

「
思
い
出
す
こ

と
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、「
思

い
出
さ
れ
た
も
の
」
が
こ
の
日
常
の
時
間
の
世
界
の
う
ち
に
凝
縮
し
た
像
と
し
て
析
出

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、Eingedenken

は
単
な
る
日
常
的
な
過
去
の
出
来
事
で
は
な

く̶
̶

「
祝
祭
日
」
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
に̶

̶

あ
る
根
源
的
な
事
態
に
遡
及
す
る
。
ま
た
、Eingedenken

は
思

い
出
さ
れ
る
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る「
重
要
な
意
味
を
も
つ
」
日
々
や
空
間

的
形
象
が
指
し
示
す 

「
根
源
」
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

と
っ
て
そ
の
よ
う
な「 

過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
の
虎
の
跳
躍
」52
は
、「
歴
史
の
連
続
を
打

ち
砕
い
て
取
り
出
す
」
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
歴
史
の
世
界
か
ら
の
救
済
と
な
る
が
ゆ

え
に
、Eingedenken

と
い
う
言
葉
に
お
い
て 

（
例
え
ば
先
に
引
用
し
た『
歴
史
の
概

念
に
つ
い
て
』
の
テ
ー
ゼ
補
遺
Ｂ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
）「
前
史
」
の
連
関
に
あ
る「
根

源
」
よ
り
も
む
し
ろ「
後
史
」
へ
と
い
た
る
た
め
の「
救
済
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ

る
こ
と
に
も
な
り
う
る
。『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
は
、
こ
のEingedenken

の
概
念
は
ま
ず
プ
ル
ー
ス
ト
の
記
憶
理
論
と
の
連
関
に
お
い
て
現
れ
る
た
め
、
彼
の

「
無メ

モ
ワ
ー
ル
・
ア
ン
ヴ
ォ
ロ
ン
テ
ー
ル

意
思
的
記
憶
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
無
意

思
的
」
で
あ
る
と
い
う
記
憶
の
様
式
そ
の
も
の
がEingedenken

を
規
定
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。「
無
意
思
的
」で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、そ
の
よ
う
な
記
憶
が̶

̶
「
万コ

レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
に
お
け
る
体
験
や「
前
世
の
生
」
の
記
憶
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う

に̶
̶

あ
る
無
時
間
的
な「
根
源
」
の
領
域
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
先
に

引
用
し
た 
「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
補
遺
Ｂ
の
異
稿
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
はEingedenken

を 

「
歴
史
に
つ
い
て
の
神
学
的
観
念
の
精
髄
」53
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
、彼
に
と
っ
て
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記
憶
を
め
ぐ
る
連
関
、
そ
れ
と
と
も
に
都
市
を
語
る
連
関
の
根
幹
に
あ
る
の
は
、
あ

く
ま
で
も
ユ
ダ
ヤ
神
学
的
な
歴
史
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　
そ
う
い
っ
た「
根
源
」
や「
救
済
」
の
連
関
は
、
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば

「
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
、
も
っ
と
も
月
並
み
な
も
の
、
も
っ
と
も
自
明

な
も
の
を
想
起
す
る
こ
と
」
と
い
っ
た
き
わ
め
て
日
常
的
な
で
き
ご
と
の
う
ち
に
宿
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
想
起
の
も
っ
と
も
模
範
的
な
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る「
目
覚
め
」
や
、

そ
の
前
段
階
と
し
て
の「
眠
り
」
や「
夢
」
も
、
比
喩
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
よ
う
な

日
常
的
な
出
来
事
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
き
わ
め
て
日
常
的
な
都
市

の
中
の
事
物
の
う
ち
に
、「
根
源
」
へ
と
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
指
し
示
す
連

関
が
宿
さ
れ
て
い
る
。
異
な
る
二
つ
の
世
界
の
境
界
と
し
て
の「
敷
居
」
は
、
事
実
的

な
も
の
、
現
象
的
な
も
の
と
神
学
的
な
も
の
、
歴
史
哲
学
的
な
も
の
と
が
重
な
り
合

う
場
で
あ
る
と
同
時
に
、「
メ
シ
ア
が
そ
れ
を
潜
り
抜
け
て
や
っ
て
く
る
可
能
性
の
あ

る
小
さ
な
門
」
と
し
て
、
都
市
の
中
の
空
間
を
そ
れ
と
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
満
た
し

て
い
る
。54 

過
ぎ
去
っ
た
も
の
が
現
在
の
う
ち
に
凝
固
し
た
夢
の
像
、
記
憶
の
像̶

̶

意
志
的
に
甦
ら
せ
た
も
の
、
そ
し
て
意
識
の
は
る
か
奥
底
で
あ
る
無
時
間
的
な
も
の
に

つ
な
が
っ
て
い
る
も
の̶

̶

は
、
こ
う
い
っ
た
小
さ
な
門
で
あ
る
。
記
憶
の
像
と
な
っ
て
、

あ
る
い
は
そ
の
物
質
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
過
去
の
時
間
を
現
在
の
う
ち
に
宿
し
て
い

る
都
市
の
形
象
た
ち
も
、
こ
う
い
っ
た
小
さ
な
門
で
あ
る
。
都
市
の
中
を
歩
く
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
門
を
通
じ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
異
な
る
世
界
を
か
す
か
に
予
感
し

つ
つ
、
そ
れ
ら
の
世
界
が
織
り
な
す
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
中
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で

あ
る
。

１　
「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、一
九
九
七
年
、
二
九
頁
。（W

alter 

Benjam
in, G

esam
m
elte Schriften. Band IV. Frankfurt am

 M
ain: Suhrkam

p, 1991, p. 

90. 

以
後
、
こ
の
著
作
集
か
ら
の
引
用
は
ロ
ー
マ
数
字
に
よ
る
巻
数
と
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
ペ
ー
ジ
数
で

示
す
。）

２　

山
口
裕
之
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
三
年
参
照
。

３  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
６　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
晶
文
社
、

一
九
九
〇
年
、
一
三
九
頁（I, 591

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

４  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
６　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
一
五
五̶

一
五
七
頁（I, 602-604

）
参
照
。

５  「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』、
二
一̶

二
二
頁 （IV, 86

）。

６  「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』、一
九
頁 （IV, 85

）、五
一̶

五
四
頁（IV, 102-104) 

参
照
。

７  

「
敷
居
」
を
め
ぐ
る
思
考
連
関
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス『
敷
居
学　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
神
話
の
パ
サ
ー
ジ
ュ
』（
伊
藤
秀
一
訳
）
現
代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七̶

九
八
頁 

(W
infried M

enninghaus, Schw
ellenkunde. W

alter Benjam
ins Passage des M

ythos. 

Frankfurt am
 M
ain: Suhrkam

p, 1986, pp. 26-58.) 

参
照
。

８　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
九
二̶

一
九
五
頁（V, 150-152

）
参
照
。

９　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
六
九̶

一
七
〇
頁（V, 139 [C

2a,3]

）。（
一
部
訳
を
変
更
。）

10　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
三
頁（V, 141 [C

3,3]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

11　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
六
三
頁（V, 135 [C

1a,2]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

12　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
』
で
の「
地
下
的
・
冥
界
的(chthonisch)

」
と
い
う
語

の
概
念
連
関
に
つ
い
て
は
、
山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
一一
六̶

一一
八
頁
参
照
。

13　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
二
頁（V, 140 [C

2a,11]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

14　
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス『
敷
居
学
』
六
八
頁
。（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, p. 43.

）

15   「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
九
五
頁（II, 296

）。

16   「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
』
五
一
三
頁（II, 348

）。

17　

 

メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス『
敷
居
学
』
四
二̶

五
〇
頁（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, S.29-33.

）
参
照
。

18　
「
一
方
通
行
路
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
一二
一
頁（IV, 138

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

19　

山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
一
四
一̶

二
二
二
頁
参
照
。

20　
V, 147. 

邦
訳
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
八
四
頁
で
は「
境
界
線
論
」
と
い
う
訳
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
も

そ
も「
敷
居
」
と
い
う
日
本
語
は“Schw

elle”

に
対
し
て
比
喩
的
な
転
用
度
が
は
る
か
に
低
く
、
建
物
の

敷
居
の
連
想
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ
れ
に
対
し
て「
学
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
以
上
に
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
敷
居

(Schw
elle)

」
と
い
う
タ
ー
ム
の
一
貫
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、M

enninghaus, Schw
ellenkunde
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の
翻
訳
者
で
あ
る
伊
藤
秀
一
氏
の
表
現
を
踏
襲
し
て
、
こ
こ
で
も「
敷
居
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と

に
し
た
い
。

21　
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
八
四
頁（V, 147 [C

5a,2]

）。

22   
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
６　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
』
一
三
二̶

一
三
四
頁（I, 585-586

）
参
照
。「
近
代
を
最
終
的
に
、
も
っ
と
も
内
奥
か
ら
古
典
古
代
に
結
ぶ
き
ず
な
は
、

こ
の
か
よ
わ
さ
な
の
だ
。」

23　

山
口
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
思
考
』
二
一一̶

二
二
二
頁
、
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス 

『
敷
居
学
』
九
二̶

九
三
頁（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, S.54-55.

）
参
照
。
メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス
は
、「
革
命
的
解

放
お
よ
び
メ
シ
ア
的
な
行
為（
救
済
）
の
時
間
構
造
に
関
す
る
彼
﹇
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹈
の
哲
学
」
と「
従
来
の
歴

史
哲
学
に
特
徴
的
な
三
段
階
説
」
と
の
違
い
を
、
後
者
が
幸
福
な
原
始
状
態
か
ら
離
反
し
た
長
い
否
定
性

の
期
間
か
ら「
漸
進
的
進
歩
」
に
よ
っ
て
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
達
す
る
と
見
て
い
る
の
に
対
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
お
い
て
は
そ
の
否
定
性
の
時
代
は
単
な
る「
衰
亡
の
時
代
」(V, 571)

で
は
な
く
、
あ
る
革
命
的
な「
虎

の
跳
躍
」(I, 701)

に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は「
事
実
上
い
つ
で
も
可
能
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
見
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
基
本
的
な
思
考
の
あ
り
方
に
対
し
て
「
三
段
階
的
」

と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
る
場
合
、
こ
う
い
っ
た
差
異
が
念
頭
に
置
か
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
と
り
わ

け
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
三
段
階
的
思
考
の
い
く
つ
か
の
系
列
が
複
合
的
に
重
な
り
合
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

24  「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
二
九
頁（II,153

）。

25  

「
門
は
通
過
儀
礼
と
関
連
し
て
い
る
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』
六
四
頁
（V, 521 [L5,1]

））「
こ
れ
ら
の

門̶
̶

パ
サ
ー
ジ
ュ
の
入
り
口̶

̶

は
、敷
居
だ
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
四
頁（V, 142 [C

3,6]

））

メ
ニ
ン
グ
ハ
ウ
ス 

『
敷
居
学
』
九
頁（M

enninghaus, Schw
ellenkunde, p. 8

）
参
照
。

26  

「
一
九
〇
〇
年
頃
の
ベ
ル
リ
ン
の
幼
年
時
代
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
六
〇
〇̶
六
〇
一
頁（IV, 

251

）
参
照
。

27　
「
ベ
ル
と
い
う
も
の
は
専
制
的
な
脅
威
を
も
っ
て
住
ま
い
の
上
に
君
臨
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
専
制
的
な
脅

威
に
し
て
も
同
様
に
、敷
居
の
魔
力
か
ら
そ
の
威
力
を
手
に
入
れ
る
。」（『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
七
四
頁（V, 

141 [C
3,5]

））

28　

Eingedenken

と
い
う
言
葉
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
日
本
語
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

訳
語
の
選
択
に
関
し
て
日
本
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
あ
る
い
は
ブ
ロ
ッ
ホ
、
シ
ョ
ー
レ
ム
、
ア
ド
ル
ノ
）
研
究
者

が
最
も
頭
を
悩
ま
せ
る
問
題
の
一つ
で
あ
る
。Eingedenken

は
後
に
述
べ
る
よ
う
な
意
味
で
あ
る
程
度

anam
nesis

に
つ
な
が
る
概
念
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず 

「
想
起
」
と
い
う
言
葉
を
当
て
る
こ

と
に
し
た
が
、
原
語
の
持
つ
力
が
あ
ま
り
に
も
強
力
で
あ
る
た
め
、
そ
の
訳
語
に
も
と
の
ド
イ
ツ
語
を
添
え

て
い
る
。
ま
たErinnerung

は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の「
意
思
的
記
憶
」
に
関
わ
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る

場
合
に
は「
回
想
」
と
訳
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
はEingedenken

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い

ら
れ
た
概
念
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
はEingedenken

と
同
じ
く「
想
起
」
と
訳
し
、

ド
イ
ツ
語
を
付
記
し
た
。
ま
た
、G

edächtnis

は
プ
ル
ー
ス
ト
お
よ
び
フ
ロ
イ
ト
の
連
関
か
ら「
記
憶
」
の

語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
）
こ
れ
ら
す
べ
て
の
上

位
概
念
と
し
て
も「
記
憶
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

　

   Erinnerung

やG
edächtnis

、
そ
し
てEingedenken

と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
言
葉
に
よ
っ
て
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
ど
の
よ
う
な
概
念
上
の
切
り
分
け
を
行
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
が
異
な
る
テ

ク
ス
ト
間
で
厳
密
な
一
貫
性
を
持
っ
て
こ
れ
ら
の
タ
ー
ム
を
用
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
解
釈
に
混

乱
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、『
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
』
で
は
、
比
較
的
概
念
上
の
一
貫
性
が
見
ら

れ
、
ま
た 

「
想
起(Eingedenken)

」
の
概
念
が
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
主
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
概
念
の
用
い
方
に
沿
っ
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
。
ち
な
み
に
、Benjam

ins 

Begriffe

で“Erinnern”

の
項
を
担
当
し
て
い
るD

etlev Schötker

は
、「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
プ
ル
ー
ス

ト
と
は
異
な
り
、
お
そ
ら
くEingedenken

の
概
念
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
うErinnern

の
意
識
的
形
式
を
、
無
意
識
的
形
式
に
対
し
て
切
り
分
け
て
い
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、Erinnerung

とEingedenken

は
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。（C

f. M
ichael O

pitz, Erdm
ud 

W
izisla [H

rsg.], B
enjam

ins B
egriffe. Frankfurt a.M

.: Suhrkam
p, 2000, p. 260, 

A
nm
.1

） 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
がEingedenken

と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
語
に
よ
っ
て
強
調

し
よ
う
と
し
た
概
念
圏
が
ま
っ
た
く
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

29  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
二
二

頁
（I, 609

）。

30  

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
』
で
の
記
憶
を
め
ぐ
る
諸
概
念
、
お
よ
び「
体

験
」
と「
経
験
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
久
保
哲
司「
後
期
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
解
釈
の
理
論̶

̶

ボ
ー
ド

レ
ー
ル
論
注
釈
（
２
）
お
よ
び
（
３
）」
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
第
三
九
巻
人
文
科
学
分
冊
、一
九
九
〇
年
、

三
八
三̶

三
九
四
頁
、お
よ
び
一
九
九
一
年
、一
八
三̶

一
九
五
頁
に
お
い
て
詳
細
な
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

 

31  

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て「
経
験
」と
い
う
言
葉
は
、「体
験
」と
明
確
に
対
置
さ
れ
、「伝
統
」「
ア
ウ
ラ
」

の
連
関
に
あ
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
そ
の
意
味
で
の「
経
験
」
と「
体
験
」
の
上
位
概
念
と

し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
も
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
テ
ク
ス

ト
と
同
じ
よ
う
に「
経
験
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
二
つ
の
意
味
で
用
い
る
が
、「
伝
統
」「
ア
ウ
ラ
」
の
連
関
に

お
け
る「
経
験
」
概
念
の
場
合
に
は
、
つ
ね
に
括
弧
に
入
れ
て
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

32  
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
四

頁（I, 641

）。

33  「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
一
頁

（I, 638
）。
同
じ
内
容
を
次
の
よ
う
な
表
現
で
も
言
い
表
し
て
い
る
。「
本
質
的
に
重
要
な
の
は
、
万
物
照

応
が
、
礼
拝
的（kultisch

）
な
諸
要
素
を
内
包
す
る
経
験
概
念
を
定
着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（
同
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書
四
六
〇
頁（I, 638

））

 
34  

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、“D

ie Zeit ist bei Baudelaire auf eine befrem
dende A

rt zerfällt; 

nur w
enige T

age tun sich auf; es sind bedeutende. So versteht m
an, w

arum
 

W
endungen w

ie “w
enn eines A

bends” und änliches bei ihm
 häfig sind.” 

（I, 637

）

と
訳
し
て
い
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
テ
ク
ス
ト
の
原
文
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。《Le m

onde de 

Baudelaire est un étrange sectionnem
ent du tem

ps où seuls de rares jours notables 

apparaissent; ce qui explique les fréquentes expressions telles que 

《Si quelque 
soir

》, etc.

》（M
arcel Proust, C

ontre Sainte-Beuve. G
allim

ard, 1971, p. 628.

）　
こ
の

プ
ル
ー
ス
ト
の
も
と
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
前
半
部
分
に
い
く
つ
か
の
ア
ク
セ
ン

ト
の
置
き
換
え
が
生
じ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
で
は
主
語
が 

「
時
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、 「
時
」
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
顕
著
で
あ
る
の
は
、“bedeutend”

と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

“notable”

が“bedeutend”

と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
別
な
「
日
々
」
が
他
の
時
間
と
区

別
さ
れ
る
の
が
よ
り
内
面
的
な
重
要
性
に
よ
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
セ
ミ
コ
ロ
ン
に
よ
っ
て
独
立
し
た“es sind bedeutende”

と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て“bedeutende (Tage)”

が
決
定
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
置

き
換
え
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
続
く
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
論
議
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

35  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
五
九

頁（I, 637-638

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

36   

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ  

ク
シ
ョ
ン
１
』

四
六
一
頁（I, 639

）。

37  「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
五
九
頁（I, 701
）。

38  「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
六
〇
頁（I,701

）。 

39  『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
１
』
一
六
二
頁（V, 135

）。

40  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』
四
五
九

頁（I, 637

）。

41　

先
に
あ
げ
た
引
用
の
中
で「
現
代
の
美
」
の
概
念
は
、「
万

コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
の
概
念
と
じ
か
に
隣
り
合
っ
て
い
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
（
註
35
の
引
用
参
照
）。「
現
代
の
美
」
は
「
憂
鬱(Spleen)

」の
連
関
に
あ
る
概
念
と
し
て
、

「
理
想(idéal)

」
の
連
関
に
あ
る「
万

コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス

物
照
応
」
と
両
極
を
な
し
つ
つ
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
世
界
を
構
成
す
る
。

42  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
六

頁（I, 643

）。

43  

「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
四
六
五

頁（I, 642

）。

44  

「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
六
四̶

六
六
五
頁（I, 704

）。（
一
部
訳

を
変
更
）

45　

C
f. G

ershom
 Scholem

, W
alter B

enjam
in und sein Engel. V

ierzehn A
ufsätze 

und kleine B
eiträge. H

erausgegeben von R
olf T

iedem
ann. Frankfurt am

 M
ain: 

Suhrkam
p, 1983, p. 33. 

（
好
村
富
士
彦
監
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
肖
像
』
西
田
書
店
、
一
九
八
四
年
、

四
五̶

四
六
頁
参
照
。）

46   

ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
るEingedenken

の
概
念
の
親
近
性
に
関
し
て
は
、
次
の
論
文
か
ら
き

わ
め
て
大
き
な
示
唆
を
得
た
。
古
川
千
家
「
ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン̶

̶

作
用
史
研
究（
上
）̶

̶

」
愛

媛
大
学
教
養
学
部
紀
要
第
二
二
号
、
一
九
八
九
年
、
一
七
六̶

一
九
二
頁
、「
ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン̶

̶

作
用
史
研
究（
下
）̶

̶

」
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文
学
科
編
第
三
号
、
一
九
九
七
年
、
六
五̶

九
八
頁
、
小
田
智
敏 

「
E
・ 

ブ
ロ
ッ
ホ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン̶

̶
Eingedenken

を
め
ぐ
っ
て
」『
ド
イ
ツ
文
学
』

日
本
独
文
学
会
編
、
二
〇
〇
一
年
、
第
一
〇
六
号
、
一一二̶

一二
二
頁
。

47   V, 1006. [F0,7] 

ち
な
み
に
こ
の
草
稿
は
ほ
ぼ
同
じ
表
現
の
ま
ま[K

1,1](V, 490)

に
書
き
換
え
ら
れ
て

い
る
が（
新
た
に
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
るEingedenken

へ
の
言
及
も
加
わ
る
）、
そ
こ
で
は
ブ
ロ
ッ
ホ
の
名

前
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
本
文
で
次
に
言
及
し
て
い
る
「
コ
ペル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
の
説
明
が
あ
る
の
は
、
こ

の
書
き
換
え
ら
れ
た[K

1,1]

に
す
ぐ
続
く
断
片
の
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

48  『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』
五̶

六
頁（V, 490-491 [K

1,2]

）。

49  『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
四
九
頁（I, 695

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

50  『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
３
』
六̶

七
頁（V, 491 [K

1,3]

）。（
一
部
訳
を
変
更
）

51   I, 1243.

（ 『
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
異
稿
。
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
テ
ー
ゼ
Ｖ
に
見
ら
れ
る
。）

52  「
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
六
五
九
頁（I, 701

）。

53   I, 1252. 

54  

「
歴
史
哲
学
テ
ー
ゼ
」
補
遺
Ｂ
の
異
稿
に
は
、「
そ
の
扉
が
動
い
て
い
る
箇
所
の
蝶
番
が
、
想
起

(Eingedenken)

で
あ
る
」
と
い
う
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る（I, 1252

）。


