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シュミットの『政治神学』のポストモダン的な再考
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一
、
は
じ
め
に
：『
政
治
神
学
』
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
側
面

　

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
初
期
の
主
要
著
作
『
政
治
神
学
』（
一
九
二
二
、
三
四
）
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
法
哲
学
・
政
治

思
想
史
だ
け
で
な
く
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
の
政
治
理
論
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
数
十
頁
の
短
い

テ
ク
ス
ト
だ
が
、
多
様
な
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
る
か
に
よ
っ
て
様
々
な
読
解
が
可
能
だ
。
そ
の
多
義
性
は

既
に
、
有
名
な
冒
頭
の
一
文
に
表
れ
て
い
る
。《Souverän ist, w

er über den A
usnahm

ezustand entscheidet.

》１

　

こ
の
文
の
前
置
詞
〈über

〉
を
、
ご
く
普
通
に
「
〜
に
つ
い
て
」「
〜
に
関
し
て
」
と
い
う
意
味
に
取
る
と
、
こ
の
文
は
、

「
例
外
状
態
に
つ
い
て
決
定
す
る
者
こ
そ
が
、
主
権
者
で
あ
る
」
と
訳
せ
る
。
そ
の
場
合
の
「
例
外
状
態
に
つ
い
て über den 

A
usnahm

ezustand

」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
ご
く
素
朴
に
考
え
る
と
、「
例
外
状
態
に
お
い
て
生
じ
て
来
る
諸
問
題
に
つ
い

て
」、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
文
は
、
国
家
が
危
機
に
陥
っ
た
時
に
、
通
常
の
法
的
手
続
き
の
例
外
を
ど
こ

ま
で
、
誰
の
権
限
で
認
め
る
か
を
め
ぐ
る
、
伝
統
的
な
法
学
の
枠
内
で
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る 　
　

 

こ
れ

を
解
釈
①
と
す
る
。

　

こ
の
文
に
す
ぐ
続
く
箇
所
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
彼
と
同
時
代
、
あ
る
い
は
少
し
前
の
世
代
の
主
要
な
法
理
論
を
、「
例
外
状
態
」

と
の
関
連
で
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
見
方
は
常
識
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
論
文

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
神
学
』
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
再
考

仲　

正　

昌　

樹
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『
独
裁
』（
一
九
二
一
、
二
八
）
で
、
古
代
ロ
ー
マ
以
来
の
法
的
制
度
と
し
て
の
「
独
裁
」
を
「
例
外
状
態
」
と
関
係
付
け
て
論
じ

て
い
る
こ
と
、
後
に
続
く
論
文
『
ラ
イ
ヒ
大
統
領
の
独
裁
』（
一
九
二
四
）
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
四
八
条
（
緊
急
事
態
条
項
）

の
下
で
の
大
統
領
の
権
限
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
見
方
の
傍
証
に
な
ろ
う
２
。﹇
独
裁
官

≒（
実
質
的
な
）
主
権
者
﹈
と
考

え
る
と
、
こ
の
文
は
す
ん
な
り
理
解
で
き
る
。
政
治
思
想
史
で
は
、
こ
う
し
た
法
学
的
理
解
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル

共
和
国
が
陥
っ
て
い
た
現
実
の
危
機
状
況
と
の
関
連
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
現
わ
れ
て
い
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
具
体
的
な
問
題
意
識

を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
目
立
つ
３
。

　

し
か
し
、「
例
外
状
態
に
つ
い
て
決
定
す
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
こ
れ
と
は
全
く
違
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「
何

が
例
外
状
態
で
あ
る
の
か
決
定
す
る
」
と
い
う
意
味
だ
。「
例
外
状
態
」
と
い
う
の
が
、
単
に
、
滅
多
に
起
こ
ら
な
い
国
家
や
社

会
に
と
っ
て
の
危
機
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
事
前
の
想
定
を
超
え
た
事
態
、
想
像
を
超
え
た
事
態
、
国
家
が
今
後
存
続
す
る
か

ど
う
か
さ
え
不
確
か
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
な
ど
で
、「
例
外
状
態
」
に
必
要
な
権
限
や
そ
の
限
界

等
に
つ
い
て
決
め
て
お
く
、
と
い
う
の
は
不
合
理
だ
。「
こ
れ
は
憲
法
や
●
●
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
例
外
状
態
な
の
か
…
」
と

議
論
し
て
い
る
間
に
、
事
態
が
進
行
し
、
国
家
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
憲
法
な
ど
の
法
規
範
に
捕

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
誰
か
が
「
今
が
（
真
の
）
例
外
状
態
」
で
あ
る
と
決
定
し
た
う
え
で
、
必
要
な
措
置
を
取
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
、「
こ
の
主
権
者
は
、
現
に
極
度
の
急
迫
状
態
（der extrem

e N
otfall

）
で
あ
る
か
い
な
か
を
決
定
す
る

と
同
時
に
、
こ
れ
を
除
去
す
る
た
め
に
な
に
を
な
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
」４
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

当
然
、
国
家
の
基
本
的
法
体
系
で
想
定
さ
れ
て
い
な
い
「
決
定
」
を
し
て
、
そ
れ
に
実
効
性
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
想
定
外

の
強
い
権
力
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、
既
存
の
法
に
よ
っ
て
予
め
正
統
性
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
何
ら
か

の
法
を
超
え
た
手
段
で
、
そ
の
権
力
を
迅
速
に
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
「
決
定
」
は
、
崩
壊
し
か
か
っ
た
国
家

の
秩
序
を
再
建
、
あ
る
い
は
新
た
に
創
造
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
可
能
性
が
あ
る 　
　

 

こ
れ
を
解
釈
②
と
す
る
。
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こ
う
し
た
理
解
は
、
法
学
的
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
理
解
と
は
相
容
れ
な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
意
味
に
取
る
方
が
自

然
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
語
の
文
法
に
も
う
少
し
拘
っ
て
み
よ
う
。
ド
イ
ツ
語
の
〈über

〉
に
は
、
上
記
の
「
〜
に
つ
い
て
」「
〜
に

関
し
て
」
以
外
の
意
味
も
あ
る
。〈über

〉
の
後
に
四
格
（
目
的
格
）
の
名
詞
あ
る
い
は
代
名
詞
が
続
く
場
合
、「
〜
を
越
え
て
」「
〜

の
彼
方
に
」
と
い
っ
た
、
運
動
の
方
向
性
を
指
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
前
提
で
訳
す
と
、「
例
外
状
態
を
越
え
て
決
定
す
る
者
こ

そ
が
、
主
権
者
で
あ
る
」
と
な
る
。
こ
の
訳
だ
と
文
学
的
な
曖
昧
さ
が
伴
う
こ
と
に
な
る
が
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
解
釈
の
可

能
性
が
あ
り
そ
う
だ
：
⒜
危
機
の
瞬
間
に
「
例
外
状
態
と
は
何
か
」
を
決
定
し
て
権
力
を
行
使
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の

権
力
を
、
そ
の
後
の
秩
序
形
成
の
た
め
に
使
う
者
が
主
権
者
で
あ
る
⒝「
例
外
状
態
」
と
い
う
未
曽
有
の
事
態
に
混
乱
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
例
外
状
態
」
を
超
越
し
、
そ
の
社
会
や
国
家
に
と
っ
て
そ
の
瞬
間
何
が
必
要
な
の
か
本
質
的

な
洞
察
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
主
権
者
で
あ
る 　
　

 

⒜
を
解
釈
③
、
⒝
を
解
釈
④
と
す
る
。

　

解
釈
②
と
③
は
い
わ
ば
地
続
き
の
関
係
に
あ
る
。
②
が
マ
キ
ャ
ベ
リ
が
『
君
主
論
』
で
論
じ
て
い
る
よ
う
な
、
権
力
者
の
「
力

量
」
に
関
わ
る
問
題
の
極
端
な
ケ
ー
ス
だ
と
す
れ
ば
、
③
は
、
憲
法
学
で
「
憲
法
制
定
権
力
」、
政
治
思
想
史
や
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

系
思
想
で
「
構
成
的
権
力
」
と
訳
さ
れ
る
〈pouvoir constituant

〉
を
め
ぐ
る
問
題
だ
。
そ
れ
は
、（
憲
法
の
基
礎
と
な
る
）
国

家
体
制
あ
る
い
は
法
秩
序
を
新
た
に
生
み
出
す
（
権
）
力
、
憲
法
を
越
え
た
権
力
だ
。

　

④
は
、
例
外
状
況
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
も
混
乱
す
る
こ
と
な
く
、「
政
治
」
や
「
法
」
の
本
質
と
は
何
か
、
何
を
目
的
と
す
べ

き
か
を
見
据
え
た
う
え
で
、
そ
の
観
点
か
ら
見
て
、
相
応
し
い
「
決
定
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
だ
が
、
こ
れ
は
経
験
的
に
は
実

証
し
え
な
い
、
あ
る
意
味
、
神
学
レ
ベ
ル
の
問
題
だ
。
普
通
の
人
間
は
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
身
近
か
な
環
境
、
社
会
・
経
済

情
勢
に
囚
わ
れ
、
物
の
見
方
、
感
じ
方
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
自
分
が
属
し
て
い
る
「
世
界
」
を
「
外
」
か
ら
第
三
者
的
に
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
属
し
て
い
る
国
家
や
社
会
が
危
機
に
瀕
し
、
自
分
の
生
存
さ
え
危
う
い
時
で
あ
れ
ば
猶
更
だ
。
そ
う

い
う
時
に
、
全
て
を
超
越
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
政
治
や
法
の
本
質
に
適
っ
た
正
し
い
決
定
を
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
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の
ご
と
き
視
点
を
持
つ
存
在
だ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
神
の
視
点
か
ら
「
政
治
」
や
「
法
」
を
捉
え
返
す
の
が
「
政
治
神
学
」
だ
。
た
だ
、
こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ

て
い
る
、
こ
の
言
葉
に
は
注
意
が
必
要
だ
。「
神
学
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
カ
ト
リ
ッ
ク

的
な
背
景
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
教
会
法
学
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
。
カ

ト
リ
ッ
ク
神
学
と
の
関
連
か
ら
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
思
想
自
体
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
研
究
も
あ
る
５
。
し
か
し
、『
政
治
神

学
』
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
「
政
治
神
学
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
（
一
七
五
三
―
一
八
二
一
）、
ボ
ナ
ー
ル
（
一

七
五
四
―
一
八
四
〇
）、
ド
ノ
ソ
・
コ
ル
テ
ス
（
一
八
〇
九
―
五
三
）
は
い
ず
れ
も
、
専
門
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
で
も
教
会

法
学
者
で
も
な
い
。
市
民
革
命
を
危
険
視
し
、
反
革
命
の
思
想
を
展
開
し
た
政
治
家
あ
る
い
は
政
治
活
動
家
だ
。
彼
ら
は
、
反
革

命
を
正
当
化
す
る
た
め
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
秩
序
思
考
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
こ
の
三
人
の
思
想
家
を
参
照
す
る
の
は
、
彼
ら
が
伝
統
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
の
代
表
だ
か
ら
で
は
な
い
。「
例

外
状
態
」
に
お
い
て
国
家
と
い
う
枠
を
維
持
す
る
に
は
、
三
人
の
保
守
思
想
家
に
代
表
さ
れ
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
秩
序
観
に
つ
い

て
の
極
端
な
解
釈
に
依
拠
す
る
の
が
有
効
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
実
際
、
三
人
の
思
想
の
具
体
的
内
実
を
検
討
し
て
い
る
第

四
章
で
も
、
正
統
な
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
と
の
関
係
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
一
面
で
は
、
伝
統
的
な
法
理
論
や

カ
ト
リ
ッ
ク
の
秩
序
観
に
依
拠
し
な
が
ら
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
危
機
を
乗
り
越
え
る
た

め
の
道
具
と
し
て
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
、
更
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
を
踏
み
台
に
し
て
、
独
自
の
「
政
治
神
学
」
を
構
築
し
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
先
の
冒
頭
の
一
文
の
解
釈
を
め
ぐ
る
四
つ
の
解
釈
可
能
性
に
即
し
て
言
え
ば
、
①
の
レ
ベ

ル
の
問
題
を
起
点
に
し
な
が
ら
、
②
③
へ
と
議
論
を
進
め
て
い
き
、
④
を
目
指
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
秩
序
観
・
世
界
観
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
法
学
的
思

考
の
限
界
を
超
え
、
ド
イ
ツ
国
家
の
危
機
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
神
学
』
に
、
そ
も
そ
も
現
代
的
な
意
義
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が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
大
き
な
政
治
勢
力
で
、
中
央
党

と
い
う
政
党
を
擁
し
て
い
た
。
現
代
で
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
全
世
界
で
十
数
億
の
信
徒
を
有
す
る
巨
大
な
宗
派
で
あ
る
と
は
い
え
、

ど
こ
か
の
国
で
信
者
を
本
格
動
員
し
て
政
治
を
大
き
く
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
生
き
た
当
時
の
ド
イ

ツ
よ
り
も
か
な
り
低
い
。
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
秩
序
の
復
権
を
訴
え
る
こ
と
で
、「
例
外
状
態
」
に
効
果
的
に
対
処
で
き
る
、
と
考

え
る
現
代
の
思
想
家
、
政
治
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
神
学
」
に
現
代
的
な
魅
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
、
一
九
世
紀
の
〝
政
治
神
学
者
〞
た
ち
が

発
見
し
た
〝
カ
ト
リ
ッ
ク
的
秩
序
観
〞
の
内
に
潜
む
も
の
、
政
治
や
法
の
核
に
あ
る
も
の
、
秩
序
を
生
み
出
す
源
泉
と
し
て
の
、

「
ぎ
り
ぎ
り
の
極
限
ま
で
（zum

 äußersten Extrem

）
高
ま
っ
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
宿
し
た
「
決
定 Entscheidung

」６
に
備

わ
る
力
、
神
学
・
形
而
上
学
的
な
力
を
露
わ
に
し
た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統
的
制
度
や
秩
序
を
重
ん

じ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
や
法
学
と
対
極
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
家
た
ち
、
特
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
左
派
の

論
客
が
、
合
理
的
な
理
解
を
拒
絶
す
る
「
決
定
（
決
断
）」
の
絶
対
性
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
説
に
魅
せ
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
の
以
下
の
部
分
で
は
、『
政
治
神
学
』
を
通
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
露
わ
に
し
た
も
の
は
何
か
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク

ス
な
法
学
・
政
治
学
的
な
シ
ュ
ミ
ッ
ト
解
釈
か
ら
は
離
れ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
積
極
的
に
評
価
す
る
、
あ
る
い
は
反
面
教
師
と
し

て
参
照
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
の
思
想
家
た
ち
の
言
説
と
の
対
比
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

具
体
的
に
は
、
①
法
に
内
在
す
る
暴
力
を
浮
き
彫
り
に
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
神
的
暴
力
」
論
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
憲
法
制
定

（
構
成
的
）
権
力
」
論
の
関
係
②
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
例
外
状
態
」
論
の
関
係
③
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
秩
序
論
・
制
度
論
に
お
け
る
「
正
常
性
」
と
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
生
権
力
論
に
お
け
る
「
正
常
＝
規
範
性
」
の
繋
が

り
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
法
・
政
治
思
想
の
焦
点
が
制
度
主
義
や
具
体
的
秩
序
に
移

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
７
、
本
稿
で
は
「
政
治
神
学
」
に
絞
る
た
め
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
他
の
著
作
の
参
照
は
、『
政
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治
的
な
も
の
の
概
念
』（
一
九
三
二
）
な
ど
、『
政
治
神
学
』
と
関
係
の
深
い
も
の
に
限
定
す
る
。

二
、
原
初
に
お
け
る
暴
力
と
権
力

　

国
家
は
、
軍
隊
や
警
察
な
ど
の
暴
力
装
置
を
備
え
て
、
自
ら
に
歯
向
か
う
個
人
や
集
団
の
暴
力
を
制
圧
す
る
。「
例
外
状
態
」

に
は
、
そ
う
し
た
国
家
の
暴
力
装
置
が
機
能
不
全
に
陥
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
国
家
の
「
権
力 G

ew
alt

」
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て

い
た
、
様
々
な
「
暴
力 G

ew
alt

」
が
噴
出
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
の
〈G

ew
alt

〉
に
は
、
国
家
な

ど
の
制
度
化
さ
れ
た
機
構
が
持
つ
「
権
力
」
と
い
う
意
味
の
他
に
、
物
理
的
・
心
理
的
な
（
制
御
さ
れ
て
い
な
い
）
力
と
い
う
意

味
で
の
「
暴
力
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
決
定
的
な
違
い
は
あ
る
の
か
。「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
違

い
は
か
な
り
相
対
化
さ
れ
る
。
国
家
権
力
自
体
が
解
体
し
、
更
に
は
、
新
し
い
国
家
権
力
の
生
成
へ
と
展
開
し
て
い
く
時
に
、
制

度
化
さ
れ
た
「
権
力
」
を
剥
き
出
し
の
「
暴
力
」
か
ら
区
別
す
る
根
拠
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
帝
国
が
崩
壊
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
政
が
ま
だ
正
式
に
発
足
し
て
い
な
い
、
不
安
定
な
移
行
期
に
行
っ
た
講
演
『
職
業

と
し
て
の
政
治
』（
一
九
一
九
）
の
中
で
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
一
八
六
四
―
一
九
二
〇
）
は
、
国
家
を
、
特
定
の
領
域

内
に
お
け
る
自
ら
の
「
正
統
な
物
理
的
暴
力
行
使
の
独
占 M

onopol der legitim
en physischen G

ew
altsam

keit

」
を
主
張
す
る

「
人
間
の
共
同
体
」
と
し
て
定
義
し
た
８
。
こ
れ
は
、「
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
暴
力
を
基
礎
と
し
て
い
る
」
と
い
う
、
ロ
シ
ア
の
革
命

家
ト
ロ
ツ
キ
ー
（
一
八
七
九
―
一
九
四
〇
）
の
言
明
を
修
正
し
、「
正
統
な
独
占
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
だ
が
、
何
を

も
っ
て
「
正
統
な
独
占
」
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

通
常
は
、
そ
の
国
家
の
法
体
系
、
特
に
憲
法
に
相
当
す
る
基
本
法
に
よ
っ
て
「
正
統
化
」
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、「
例
外
状
態
」

に
は
基
本
法
自
体
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
（
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
）
の
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幹
部
で
国
務
大
臣
の
シ
ャ
イ
デ
マ
ン
（
一
八
六
五
―
一
九
三
〇
）
の
一
方
的
な
共
和
国
宣
言
に
よ
っ
て
発
足
し
た
が
、
帝
政
の
最

後
の
首
相
を
務
め
て
い
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
党
首
の
エ
ー
ベ
ル
ト
（
一
八
七
一
―
一
九
二
五
）
さ
え
、
そ
の
こ
と
を
事
前
に
承
知
し
て
い
な

か
っ
た
。
こ
の
宣
言
を
既
成
事
実
化
す
る
こ
と
で
、
新
し
い
国
家
権
力
は
自
己
を
正
統
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
を

認
め
な
い
政
治
勢
力
は
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
不
安
定
要
因
に
な
り
、
憲
法
四
八
条
に
基
づ
く
大
統

領
緊
急
令
を
何
度
も
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
国
家
の
定
義
の
す
ぐ
後
に
続
け
て
、
国
家
相
互
で
あ
れ
、
国
家
の
枠
内
で
活
動
す
る
集
団
同
士
の
関
係
で
あ
れ
、

「
政
治
」
と
は
「（
権
）
力 M

acht

」
の
分
け
前
に
預
か
ろ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
権
力
の
配
分
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
努

力
で
あ
る
と
し
て
い
る
９
。
最
終
的
に
「
権
力
」
を
掌
握
し
た
も
の
が
、
国
家
権
力
を
名
乗
り
、
自
己
が
行
使
す
る
暴
力
を
正
統

化
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
暗
に
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

正
統
な
「
権
力
」
と
、
剥
き
出
し
の
「
暴
力
」
の
違
い
に
つ
い
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。『
政
治
神
学
』

で
は
直
接
的
に
「
暴
力
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い 

  10
。
こ
の
著
作
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
問
題
に
し
て
い
る
「
例
外
状
態
」
は
、「
法

的
秩
序
」
は
崩
壊
し
て
い
て
も
、
国
家
は
依
然
と
し
て
存
続
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
「
秩
序
」
は
あ
り
、「
ア
ナ
ー
キ
ー
と
カ
オ
ス
」

で
は
な
い
の
で 

  11
、
こ
の
意
味
で
の
「
例
外
状
態
」
論
の
枠
で
考
え
る
限
り
、
い
か
な
る
「
権
力
」
に
も
服
さ
な
い
剥
き
出
し
の

「
暴
力
」
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
こ
と
は
言
っ
て
い
る
。
第
三
章
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
自
ら
の
意
志
で
最
終
的
に
「
決
定
」
す

る
、「
人
格
的
主
権
者 der persönliche Souverän

」
の
表
象
を
欠
く
、
民
主
主
義
的
国
家
が
抱
え
る
根
源
的
な
問
題
を
指
摘
し
て

い
る 

  12
。
ホ
ッ
ブ
ズ
な
ど
の
近
代
初
期
の
国
家
哲
学
に
お
い
て
は
、
神
が
世
界
か
ら
超
越
し
、
自
ら
の
決
定
で
世
界
の
在
り
方
を

決
め
る
ご
と
く
に
、
自
ら
の
統
治
す
る
国
家
か
ら
超
越
し
、
立
法
と
い
う
形
で
国
家
の
在
り
方
を
決
定
す
る
「
主
権
者
」
が
、
国

家
の
統
一
性
を
保
持
す
る
う
え
で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
民
主
化
さ
れ
た
国
家
の
主
権
者
で
あ
る
「
民
衆
（
人
民
）



論　　説

8金沢法学65巻２号（2023）

Volk

」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、「
主
権
者
」
と
し
て
決
定
す
る
の
か
？
ヘ
ー
ゲ
ル
左
派
な
ど
の
急
進
主
義
な
思
想
家
た
ち
は
、
か

つ
て
の
「
神
」
の
位
置
に
、「
自
己
に
目
覚
め
て
い
く
人
類 eine sich ihrer selbst bew

ußt w
erdende M

enschheit

」   13
を
押
し
上

げ
た
が
、
全
て
の
人
間
を
包
摂
す
る
〝
人
類
〞
と
い
う
概
念
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
人
々
の
利
害
や
価
値
観
を
め
ぐ
る
対
立
に

決
着
を
付
け
る
政
治
的
な
「
決
定
」
を
行
い
う
る
の
か 　
　

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』
で
論
じ
ら
れ
て

い
る 

  14
。

　

一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
以
降
の
国
家
論
・
国
法
学
で
は
、
全
て
の
「
権
力 G

ew
alt

」
は
、
民
衆
の
「
憲
法
制
定
権
力
＝
構

成
的
権
力
」
に
依
拠
す
る
も
の
と
見
な
す
理
論
的
な
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
そ
う
し
た
試
み
は
無

意
味
と
見
て
い
る
よ
う
だ 
  15
。『
独
裁
』
や
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』（
一
九
二
三
、
二
六
）
な
ど
の
近
い
時
期
の
著

作
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
様
々
な
立
場
の
諸
個
人
の
自
由
と
平
等
を
前
提
と
す
る
、
通
常
の
意
味
で
の
「
人

民
＝
主
権
者
」
論
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い 

  16
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
、（
不
特
定
の
人
間
の
集
合
体
で
あ
る
）「
民
衆
」

あ
る
い
は
「
人
民
」
を
〝
主
権
者
〞
と
し
て
形
式
的
に
想
定
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
し
て
現
実
的
な
判
断
能
力
を
持
っ

た
具
体
的
人
格
に
よ
る
意
思
決
定
へ
と
至
る
の
か
定
め
よ
う
と
し
な
い
民
主
主
義
は
、
最
終
的
に
は
、「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
自

由 eine anarchistische Freiheit

」   17
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
。「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
自
由
」
と
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
等
の
社
会

契
約
論
の
「
自
然
状
態
」
の
よ
う
に
、
各
人
が
独
立
し
た
「
権
力
（
＝
暴
力
） G

ew
alt

」
の
担
い
手
に
な
っ
た
状
態
だ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

で
は
、「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
自
由
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（
一
六
五
一
）

の
第
十
三
章
で
、（
国
家
が
存
在
し
な
い
）「
自
然
状
態
」
の
人
間
は
、
他
者
や
家
畜
に
対
す
る
支
配
、
自
己
防
衛
、
そ
し
て
自
ら

の
誇
り
の
た
め
に
「
暴
力violence

」
を
使
用
す
る
の
で
、「
自
然
状
態
」
は
「
戦
争
状
態
」
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る 

  18
。
ホ
ッ

ブ
ズ
の
「
国
家

－

主
権
者
」
論
を
、
自
ら
の
議
論
の
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、「
自
然
状
態

≒

ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
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自
由
」
を
同
じ
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
、『
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ

ル
ス
ブ
ル
ク
の
夜
話
』（
一
八
二
一
）
で
、
生
物
界
全
体
に
わ
た
っ
て
「
明
白
な
暴
力 une violence m

anifeste

」
が
支
配
し
て
お

り
、
人
間
も
例
外
で
は
な
く
、「
狂
暴
な
人
間
性 féroce hum

anité

」
の
た
め
に
戦
争
が
必
然
化
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、

戦
争
は
「
世
界
の
法
則 une loi du m

onde

」
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
「
神
的 divine

」
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る 

  19
。

　

ホ
ッ
ブ
ズ
や
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
と
同
様
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
自
由
」
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は

間
違
い
な
い
。
そ
の
反
面
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
自
由
」
を
求
め
た
思
想
家
た
ち
に
注
目
し
、
彼
ら
の
思
考

の
根
底
に
あ
る
、
あ
る
意
味
、
神
学
的
な
要
素
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
。
プ
ル
ー
ド
ン
（
一
八
〇
九
―
六
五
）
や
バ
ク
ー
ニ
ン
（
一

八
一
四
―
七
六
）
の
よ
う
な
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
と
っ
て
、
人
は
、「
本
性
に
お
い
て
善 von N

atur gut

」
で
あ
り
、「
権
力
」
が
そ

れ
を
歪
め
て
い
る
。「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
的
な
自
由
」
と
は
、
権
力
に
よ
る
歪
み
が
除
去
さ
れ
、
人
間
の
善
が
全
面
的
に
開
花
し
、

相
互
に
平
和
な
関
係
を
築
け
る
理
想
的
な
状
態
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
う
し
た
期
待
に
基
づ
い
て
革
命
を
称
揚
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
人
は
「
本
性
に
お
い
て
悪 von N

atur böse

」
と
考
え
る
、
ボ
ナ
ー
ル
や
コ
ル
テ
ス
の
よ
う
な
人
た
ち
に
と
っ
て
、「
ア
ナ
ー

キ
ス
ト
的
な
自
由
」
は
、
人
々
が
理
性
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
い
、「
肉
欲 fleischliche B

egierde

」
に
突
き
動
か
さ
れ
、

各
人
が
勝
手
に
権
力
へ
の
意
志
を
追
求
す
る
悍
ま
し
い
状
態
だ 

  20
。
市
民
革
命
に
よ
っ
て
従
来
の
支
配
体
制
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
あ

ら
ゆ
る
政
治
的
正
統
性
が
疑
わ
れ
、
次
第
に
ア
ナ
ー
キ
ー
に
近
付
い
て
い
く
（
か
に
見
え
る
）
状
況
に
あ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系

の
反
革
命
の
思
想
家
た
ち
は
、
人
間
の
「
悪
」
が
全
面
的
に
解
放
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
教
会
の
「
権
威 A

utorität

」
を
後
ろ

盾
に
し
た
「
独
裁 D

iktatur

」
の
必
要
性
を
訴
え
る 

  21
。
人
間
の
「
本
性
」
を
「
善
」
と
見
る
か
「
悪
」
と
見
る
か
で
、「
ア
ナ
ー

キ
ー
」
か
「
独
裁
」
か
、
と
い
う
政
治
へ
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
が
決
ま
る
わ
け
で
あ
る
。「
お
よ
そ
政
治
理
念
は
す
べ
て
、
人
間

の
「
本
性
」
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
態
度
決
定
を
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
「
本
性
に
お
い
て
善
」
か
「
本
性
に
お
い
て
悪
」

か
の
い
ず
れ
か
を
前
提
と
す
る
」    22
。
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シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
は
当
然
コ
ル
テ
ス
た
ち
の
側
に
立
っ
て
い
る
が
、
人
間
の
「
本
性
」
を
「
善
」
と
見
る
か
「
悪
」
と
見
る
か

と
い
う
神
学
的
次
元
の
争
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
た
ち
の
議
論
は
本
質
を
突
い
て
い
た
、
と
見

て
い
る
よ
う
だ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
プ
ル
ー
ド
ン
を
悪
魔
的
な
偉
大
さ
を
持
っ
た
好
敵
手
と
し
て
評
価
す
る
コ
ル
テ
ス
の
言
明
と
、

そ
れ
に
対
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
の
敢
え
て
悪
魔
を
演
じ
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
応
答
に
言
及
し 

  23
、
彼
ら
の
対
立
を
通
し
て
、
政
治
の

根
底
に
あ
る
神
学
的
性
質
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
、「
ア
ナ
ー
キ
ー
（
＝
秩
序
が
な
い
状
態
）」
は
ど
う
し
て
も
回
避
す
べ
き
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、

自
然
状
態
に
お
い
て
各
人
が
行
使
す
る
剥
き
出
し
の
「
暴
力 G

ew
alt

」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
教
会
や
各
種
団
体
、
国
家
等
の
「
権

力 G
ew

alt

」
へ
と
組
織
化
さ
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
政
治
神
学
的
な
要
因
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
か
、
と
い
っ
た
人
類
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
な
い
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
諸
「
権
力
」
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
階
層
的
序
列
が
形
成
さ
れ
、「
秩
序
」
が
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
個
々
の
「
権
力
」
が
（「
暴
力
」
を
素
材
と
し
て
）
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
か
は
さ
ほ
ど

重
要
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
権
力
」
の
起
源
と
し
て
の
「
暴
力
」
に
言
及
す
れ
ば
、
国
家
や
教
会
の
「
権
力
」

に
正
統
性
あ
る
い
は
権
威
を
付
与
す
る
う
え
で
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
霊
長
類
の
進
化
の
過
程
で
人
間

が
登
場
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
と
、
人
間
に
固
有
の
尊
厳
と
か
人
権
を
基
礎
付
け
に
く
く
な
る
と
思
っ
て
し
ま
う
の
と
、
同
じ
よ

う
な
発
想
で
。

　

た
だ
、「
権
力
」
と
剥
き
出
し
の
「
暴
力
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
、「
権
力
」
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、「
例
外

状
態
」
の
よ
う
な
既
成
の
権
力
＝
統
治
機
構
が
機
能
停
止
す
る
状
態
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
、
剥
き
出
し
の
「
暴
力
」
と
、

組
織
化
さ
れ
た
「
権
力
」
を
見
分
け
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
う
「
政
治
神
学
」
が
、
コ

ル
テ
ス
や
プ
ル
ー
ド
ン
の
よ
う
に
、「
国
家
」
や
「
政
治
」
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
論
議
す
る
理
論
家
た
ち
の
思
考
枠
組
み
に
す
ぎ
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な
い
の
か
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、（
時
と
し
て
、「
暴
力
」
的
に
な
る
）
素
朴
な
「
民
衆
」
の
情
動
を
動
員
し
て
、「
権
力
」

を
生
成
さ
せ
、
リ
ア
ル
な
政
治
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
。
後
者
の
場
合
、

「
政
治
神
学
」
自
体
の
根
底
に
、「
暴
力
」
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
接
点

　

そ
う
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
自
身
が
踏
み
込
ん
で
い
な
い
、「
暴
力
」
と
「
権
力
」、
及
び
両
者
を
結
び
付
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、

神
学
的
あ
る
い
は
宗
教
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
本
格
的
に
哲
学
的
な
議
論
を
展
開
し
た
の
が
、
彼
と
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
思
想
家

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
一
八
九
二
―
一
九
四
〇
）
で
あ
る
。
彼
の
初
期
の
論
文
『
暴
力
批
判
論
』（
一
九
二
一
）
は
、
こ

の
問
題
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
。

　

保
守
主
義
的
な
法
学
者
で
あ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
関
係
の
深
い
文
芸
・
芸
術
批

評
家
で
あ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
で
は
あ
ま
り
接
点
は
な
さ
そ
う
に
思
え
る
が
、
両
者
の
仕
事
を
細
か
く
調
べ
、
突
き
合
わ
せ
る
と
、

複
数
の
共
通
の
関
心
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
文
学
に
興
味
を
持
ち
、
文
芸
批
評
系
の
著
作
も
あ
り
、
法
・
哲
学
の
論
文
で
も
随
所
で
文
学
作
品
を
参
照
し
て

い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
こ
の
方
面
で
の
関
心
と
、
政
治
哲
学
的
関
心
の
合
流
点
に
位
置
す
る
の
が
『
政
治
的
ロ
マ

ン
主
義
』（
一
九
一
九
、
二
四
）
だ
。
こ
の
著
作
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ウ
ィ
ー
ン
会
議
以
降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
主
義
的
な
傾
向

を
強
め
た
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
論
客
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
二
―
一
八
二
九
）
や
ア
ダ
ム
・

ミ
ュ
ラ
ー
（
一
七
七
九
―
一
八
二
九
）
を
、
彼
ら
の
理
論
的
源
泉
で
あ
る
ロ
マ
ン
派
の
哲
学
・
文
学
に
ま
で
遡
っ
て
批
判
す
る
一

方
で
、
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
や
ボ
ナ
ー
ル
を
真
の
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
主
義
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る 

  24
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
窮
屈
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な
客
観
性
を
逃
れsich der beengenden O

bjektivität

」、
現
実
に
対
す
る
自
己
の
態
度
決
定
を
保
留
し
よ
う
と
す
る
「
ロ
マ
ン
主

義
的
イ
ロ
ニ
ー die rom

antische Ironie

」
を
政
治
思
想
に
応
用
す
る
こ
と
の
不
適
切
さ
を
指
摘
し
て
い
る
が 

  25
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
博
士
論
文
「
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
お
け
る
芸
術
批
評
の
概
念
」（
一
九
一
九
）
で
、「
ロ
マ
ン
主
義
的
イ
ロ
ニ
ー
」
の
脱
近
代

哲
学
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る 

  26
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
も
と
も
と
教
授
資
格
論
文
と
し
て
執
筆
し
た
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』（
一
九
二
八
）
で
、
バ
ロ
ッ
ク
の
悲
劇

が
成
立
し
た
背
景
と
し
て
、
一
七
世
紀
に
登
場
し
た
新
し
い
「
主
権 Souveränität

」
概
念
、「
例
外
状
態 A

usnahm
ezustand

」

に
お
い
て
独
裁
的
権
力
（die diktatorische G

ew
alt

）
を
行
使
す
る
者
と
し
て
の
「
主
権
者 der Souverän

」（
＝
君
主
）
の
絶
対

不
可
侵
性
（die absolute U

nverletzlichkeit

）
を
起
点
と
す
る
、
主
権
論
に
言
及
し
、
参
考
文
献
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治

神
学
』
を
挙
げ
て
い
る 

  27
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
人
間
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
の
力
を
象
徴
す
る
神
々
に
〝
似
た
〞

圧
倒
的
な
力
を
持
つ
存
在
と
し
て
、
主
権
者
＝
君
主
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
近
代
に
お
け
る
、
新
し
い
タ

イ
プ
の
悲
劇
を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
れ
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
献
本
す
る
際
に
添
え
た
書
簡

で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
主
権
概
念
を
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
謝
意
を
示
す
と
共
に
、『
独
裁
』
な
ど
に
お
け
る
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
国
家
哲
学
の
探
求
方
法
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
こ
と
で
、
自
分
の
芸
術
哲
学
の
探
求
方
法
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
証

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
述
べ
て
い
る 

  28
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
側
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
対
立
が
激
化
し
て
い
た
時
代
に
お
け
る
王
朝
の
正
統
性
を
め
ぐ
る

問
題
と
い
う
視
点
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
読
み
解
い
た
、
戦
後
の
著
作
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
も
し
く
は
ヘ
カ
ベ
』

（
一
九
五
六
）
の
補
論
２
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
を
論
じ
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
お
け
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
意
）
の
意
義
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
台
詞
に
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
る
神
学
の
平
板
化
を
め
ぐ
る
問
題
を
読
み
取
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
反
面
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
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ド
の
状
況
と
大
陸
の
状
況
、
そ
れ
に
対
応
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
戯
曲
と
バ
ロ
ッ
ク
の
戯
曲
の
違
い
を
十
分
認
識
し
て
い
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る 

  29
。

　

両
者
が
、
近
代
に
お
け
る
主
権
国
家
の
台
頭
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
精
神
状
況
や
芸
術
的
表
象
に
与
え
た
影
響
、（
悲
劇
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
な
）
危
機
的
状
況
か
ら
垣
間
見
え
て
く
る
神
学
的
あ
る
い
は
神
話
的
思
考
に
対
す
る
関
心
を
共
有
し
て
い
た
の
は
確

か
で
あ
ろ
う
。

　

ロ
シ
ア
で
の
十
月
革
命
（
一
九
一
七
）
の
成
功
に
よ
る
社
会
主
義
政
権
で
の
成
立
や
、
第
一
次
大
戦
末
期
か
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
初

期
に
か
け
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
に
よ
る
革
命
の
試
み
の
挫
折
な
ど
、
暴
力
革
命
の
是
非
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
た

時
期
に
執
筆
さ
れ
た
『
暴
力
批
判
論
』
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
暴
力 G

ew
alt

」
と
、
法
や
正
義
の
関
係
を
根
源
的
に
問
い
直
し
て

い
る
。

四
、『
暴
力
批
判
論
』
の
歴
史
的
位
置

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
は
、
個
人
が
自
ら
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
「
暴
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
を
危
険
視
し
、「
暴
力
」

を
独
占
す
る
こ
と
で
、
秩
序
を
守
ろ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
言
わ
せ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
非
国
家
的
主
体
に
よ

る
「
暴
力
」
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
端
的
な
例
と
し
て
彼
は
、「
ス
ト
ラ
イ
キ
権 Streikrecht

」
を
挙
げ
て

い
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
に
際
し
て
労
働
者
た
ち
は
、
雇
用
者
の
指
図
に
反
し
て
作
業
を
停
止
し
、
雇
用
者
側
が
要
求
に
応
じ
な
い
限

り
再
開
し
な
い
と
脅
か
す
。
そ
の
た
め
に
作
業
場
を
占
拠
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
こ
に
不
可
避
的
に
「
暴
力
」
的

な
契
機
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。「
国
家
の
見
か
た
と
は
対
立
す
る
労
働
者
の
見
か
た
か
ら
見
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
、

な
ん
ら
か
の
目
的
を
貫
徹
す
る
た
め
に
暴
力
を
用
い
る
権
利
で
あ
る
」    30
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「
ス
ト
ラ
イ
キ
権
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
一
九
世
紀
後
半
か
ら
次
第
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
各
国
政
府
と
も

多
く
の
労
働
組
合
が
全
国
的
な
共
同
行
動
を
取
る
「
ゼ
ネ
ス
ト G

eneralstreik

」
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
た
。「
ゼ

ネ
ス
ト
」
は
、
革
命
に
繋
が
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
だ
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
、
ゼ
ネ
ス
ト
を
通
し
て
労

働
者
の
自
治
の
範
囲
を
拡
大
し
て
、
次
第
に
国
家
か
ら
権
力
を
奪
う
こ
と
を
目
指
す
ア
ナ
ル
コ
・
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
（
無
政
府
・

組
合
主
義
）
と
呼
ば
れ
る
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
ロ
シ
ア
革
命
は
ゼ
ネ
ス
ト
を
き
っ
か
け
に
し
て
い
た
し
、
ワ
イ
マ
ー
ル
の
臨

時
政
府
を
転
覆
し
よ
う
と
し
た
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
（
一
八
七
一
―
一
九
一
九
）
等
が
率
い
る
共
産
党
系
の
ス
パ
ル
タ
ク

ス
団
の
蜂
起
は
、
ゼ
ネ
ス
ト
を
主
要
な
闘
争
手
段
と
し
た
。
国
家
は
、「
ゼ
ネ
ス
ト
」
の
「
暴
力
」
は
許
容
し
な
い
。

　

ご
く
平
凡
な
考
え
方
を
す
れ
ば
、
小
規
模
な
労
働
争
議
に
際
し
て
の
組
合
側
の
暴
力
で
あ
れ
ば
、
国
家
の
暴
力
装
置
に
よ
っ
て

簡
単
に
抑
え
込
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
家
規
模
だ
と
そ
う
は
い
か
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
話
に
し
か
な
ら
な
い
が
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
際
し
て
顕
在
化
す
る
、「
暴
力
」
の
あ
る
機
能
を
国
家
が
恐
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
指
摘
す
る
。

ス
ト
ラ
イ
キ
に
は
あ
る
意
味
、
戦
争
の
よ
う
に
、
法
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
人
間
の
関
係
性
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ
、「
法
を
措

定
す
る
性
格 ein rechtssetzender C

harakter
」   31
が
備
わ
っ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ど
う
い
う
意
味
で
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
「
法

を
措
定
す
る
」
の
か
具
体
的
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
、
雇
用
条
件
や
労
働
環
境
、
労
使
関
係
、
組
合
の
自
治
等
の
形
で
の

労
働
者
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
新
し
い
法
的
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
、
ゼ
ネ
ス
ト
の
よ
う
に
大
規
模
に
な
る
と
、
国
家
に
対
抗

す
る
よ
う
な
権
力
機
構
を
作
り
出
す
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
労
働
者
階
級
に
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
認

め
る
こ
と
は
、
こ
の
権
利
に
伴
っ
て
行
使
さ
れ
る
暴
力
の
「
法
措
定
的
な
性
格
」
を
承
認
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
、
国
家
に
よ
る
法
措
定
の
権
力
の
独
占
へ
の
挑
戦
に
な
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
行
使
す
る
「
暴
力
」
は
、

法
措
定
の
「
権
力
」
に
転
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
だ
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
暴
力
」
の
第
二
の
機
能
と
し
て
、「
法
維
持
的 rechtserhaltend
」   32
な
機
能
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
警
察
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や
軍
隊
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
暴
力
、
日
本
語
で
「
権
力
」
と
結
び
付
け
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
、
分
か
り
や
す
い
、

暴
力
で
あ
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
の
暴
力
の
本
質
は
、
警
告
を
発
す
る
こ
と
（A

bschreckung

）
で
は
な
く
、「
威
嚇
す
る

drohen
」
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。「
警
告
」
と
い
う
の
は
、
何
を
や
っ
た
ら
ど
う
い
う
罰
を
受
け
る
か
予
め
決
め
た
ル
ー
ル
を
示
し
、

翻
意
を
促
す
こ
と
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
威
嚇
」
は
、
法
に
よ
る
制
裁
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
捕
ま
っ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
、
全
て
は
運
命
（Schicksal

）
次
第
だ
と
い
う
よ
う
な
、
不
確
定
性
ゆ
え
の
不
安
を
抱
か
せ
る
。

　

手
段
と
し
て
の
「
暴
力
」
は
こ
の
二
つ
の
性
格
の
い
ず
れ
か
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
者
は
時
と
し
て
、「
不
自
然
に
結
合
」

し
、「
お
化
け
め
い
た
結
合
体 gespenstische Verm

ischung

」
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
端
的
な
例
が
近
代
国
家
の
制
度
と
し
て
の

「
警
察
」
だ 

  33
。

　

警
察
は
通
常
、
現
行
の
法
を
維
持
す
る
た
め
に
暴
力
を
行
使
す
る
機
関
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
法
的
目
的
を
自
ら
設
定

す
る
権
限
（
命
令
権
）
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
警
察
の
様
々
な
任
務
を
執
行
す
る
た
め
に
、
道
路
や
公
園
の
使
用

を
許
可
／
禁
止
し
た
り
、
道
路
交
通
の
細
か
い
ル
ー
ル
や
、
勾
留
し
た
容
疑
者
に
対
す
る
生
活
規
則
の
策
定
な
ど
、
法
律
の
〝
運

用
〞
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
だ
。
警
察
が
（
任
さ
れ
た
領
域
で
）
新
た
に
「
法
」
を
措
定
す
べ
く
暴
力
を
行
使
す
る

と
、
次
に
は
そ
の
「
法
」
を
維
持
す
る
た
め
に
暴
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
ら
が
措
定
し
た
「
法
」
を
維
持
す
る
た
め
の

暴
力
＝
権
力
を
執
行
す
る
う
え
で
支
障
が
生
じ
る
と
、
ま
た
別
の
「
法
」
を
措
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
警
察
の
現
行
の
権
限
の

範
囲
で
は
、
そ
れ
以
上
の
拡
張
が
無
理
な
場
合
に
は
、
政
府
や
議
会
に
働
き
か
け
て
、
新
た
な
「
法
」」
措
定
へ
と
誘
導
す
る
。

　

当
然
、
こ
う
し
た
悪
循
環
が
生
じ
る
の
は
、
警
察
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
秩
序
創
造
・
維
持
の
た
め
に
、
厳
格
な
ル
ー
ル

の
体
系
と
し
て
の
「
法
」
を
作
り
、
そ
れ
を
厳
格
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
悪
循
環
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。『
政
治
神

学
』
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
主
権
し
た
が
っ
て
ま
た
国
家
自
体
の
本
質
」
は
、「
公
共
の
利
益 das allgem

eine B
este

」
を
め
ぐ
る

「
争
い
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
公
共
の
秩
序
（öffentliche O

rdnung
）
や
安
全
（Sicherheit

）
と
は
な
ん
で
あ
り
、
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い
か
な
る
と
き
そ
れ
が
乱
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
等
々
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」   34
、
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
言
明
は
、
主
権
者
を
頂
点
と
す
る
国
家
権
力
自
体
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
う
、「
お
化
け
め
い
た
結
合
」
の
連
鎖
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
国
家
秩
序
を
保
持
し
た
い
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
国
家
と
い
う
お
化
け

め
い
た
結
合
体
が
、
自
ら
の
決
定
と
そ
れ
に
伴
う
暴
力
行
使
（
＝
法
措
定
の
暴
力
）
に
よ
っ
て
自
己
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
あ

る
意
味
開
き
直
っ
て
認
め
、
そ
う
い
う
冷
徹
な
見
方
を
す
る
よ
う
に
読
者
に
促
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
寄
り
添

う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
こ
に
「
法
に
お
け
る
何
か
腐
っ
た
も
の irgend etw

as M
orsches im

 R
echt

」   35
が
あ
る
と
言
い
放
ち
、
非

難
の
目
を
向
け
る
。

　

し
か
も
、
こ
れ
が
「
法
」
と
「
暴
力
↓
権
力
」
を
め
ぐ
る
普
遍
的
な
問
題
だ
と
す
る
と
、
既
成
の
国
家
の
「
暴
力
」
だ
け
で
な

く
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
や
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
グ
ル
ー
プ
が
国
家
に
対
抗
し
て
行
使
す
る
「
暴
力
」
も
、
法
措
定
を
行
っ
て
、
自
己

を
権
力
化
し
た
瞬
間
に
、
こ
の
悪
循
環
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
敢
え
て
語
っ
て
い
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以

降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
は
、
新
た
な
体
制
を
生
み
出
す
た
め
に
強
力
に
行
使
さ
れ
た
、
始
原
の
法
措
定
の
暴
力
が
、
自
ら
を

維
持
す
る
暴
力
を
行
使
す
る
過
程
で
次
第
に
肥
大
化
し
、
革
命
の
目
的
か
ら
逸
脱
し
て
い
っ
た
例
は
数
多
く
あ
る
。

　
「
ス
ト
ラ
イ
キ
権
」
に
伴
う
「
暴
力
」
に
も
そ
う
し
た
疑
念
は
向
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら

二
〇
世
紀
に
か
け
て
活
動
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
思
想
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ソ
レ
ル
（
一
八
四
七
―
一
九
二
二
）
の
議

論
に
注
目
す
る
。
ソ
レ
ル
は
『
暴
力
論
』（
一
九
〇
八
）
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
降
、
人
々
の
間
の
「
暴
力
」
を
忌
避
す
る
傾
向

が
強
ま
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
恐
怖
政
治
の
よ
う
な
事
態
が
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
そ
う
な
っ
た
の
は
、
革
命
を
指
導
し

た
勢
力
が
依
然
と
し
て
「
国
家
」
を
崇
拝
し
、
自
ら
が
国
家
機
構
の
中
枢
を
握
っ
て
「
権
力 pouvoir

」
を
利
用
し
た
か
ら
だ
と

指
摘
し
た 

  36
。
そ
の
点
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
の
名
の
下
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
他
者
に
強
制
す
る
た
め
に
行
使
し

て
い
る
「
力
」
を
奪
お
う
と
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
正
統
派
を
批
判
す
る 
  37
。
ソ
レ
ル
に
言
わ
せ
る
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
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ト
の
行
使
す
る
「
暴
力 violences

」
は
、
国
家
の
「
強
制
力 force

」
と
は
本
来
無
縁
で
あ
り
、「
純
粋
か
つ
単
純
に
戦
争
行
為
で

あ
り
、
軍
事
的
示
威
作
戦
と
し
て
の
価
値
を
も
ち
、
階
級
の
切
り
離
し
を
強
調
す
る
の
に
役
立
つ
」
が
、「
憎
悪
も
復
讐
も
な
く

生
じ
」、
敗
者
に
向
か
っ
て
「
強
制
力
」
を
行
使
す
る
こ
と
も
な
い 

  38
。
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
た
ち
は
、「
強
制
力
」
の
た
め
の
「
権

力
」
を
志
向
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
人
々
を
闘
い
に
動
員
す
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
暴
力
」
を
追
求
す
る
と
い
う
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ソ
レ
ル
が
国
家
権
力
を
奪
取
し
よ
う
と
す
る
「
政
治
的
ゼ
ネ
ス
ト
」
と
、
国
家
権
力
の
完
全
な
廃
絶
と
、
労

働
の
在
り
方
の
変
革
を
目
指
す
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
・
ゼ
ネ
ス
ト
」
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
前
者
の
本
質
が
暴

力
（G

ew
alt

）
で
あ
り
、「
法
措
定
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
非
権
力
的
（gew

altlos

）
で
ア
ナ
ー
キ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ

る
と
し
て
い
る 

  39
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
の
〈violence
〉
に
、「
権
力
」
と
い
う
意
味
が
な
く
、
ド
イ
ツ
語
の
〈G

ew
alt

〉
と
意
味
が
ズ
レ
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ソ
レ
ル
の
言
葉
使
い
に
は
か
な
り
の
ズ
レ
が
あ
る
。
ソ
レ
ル
が
闘
い
に
向
け
て
味
方
を
結
集
す
る
た
め

だ
け
に
行
使
さ
れ
る
力
を
〈violence

〉
と
呼
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
論
じ
る
文
脈
で
〈G

ew
alt

〉

と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
威
嚇
に
よ
っ
て
相
手
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
、
権
力
的
な
性
質
の
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
権
力
性

を
志
向
し
な
い
集
団
的
営
み
を
〈gew

altlos

〉
と
形
容
し
て
い
る
。〈gew

altlos

〉
は
、
ソ
レ
ル
式
に
言
え
ば
、〈pouvoir

（
権
力
）〉

や
〈force

（
強
制
力
）〉
を
伴
わ
な
い
純
粋
な
〈violence
〉
の
本
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
で
か
な
り
紛
ら
わ
し

い
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ソ
レ
ル
を
通
し
て
、
集
団
的
な
行
動
に
よ
っ
て
社
会
的
関
係
性
を
変
化
さ
せ
る
「
ゼ
ネ
ス
ト
」
と
い
う
営

み
が
、
必
ず
し
も
、「
法
」
を
核
と
す
る
権
力
形
成
に
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
そ
こ
に
希
望
を
見
出
し
た
の
は

確
か
だ
ろ
う
。

　

た
だ
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
ほ
ど
楽
観
的
で
は
な
い
。
自
然
法
で
あ
れ
実
定
法
で
あ
れ
、「
法
」
は
「
正
し
い
目
的 gerechte 

Zw
ecke

」
を
想
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
実
現
す
る
「
手
段 M

ittel

」
と
し
て
の
自
ら
の
「
暴
力
」
を
「
正
当
化
」   40
し
、
そ
れ
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以
外
の
全
て
の
「
暴
力
」
を
違
法
な
も
の
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
別
の
「
正
し
い
目
的
」
を
掲
げ
る
革
命
に
よ
っ
て
、
国

家
権
力
の
担
い
手
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
、「
法
措
定
の
暴
力
」
↓↑
「
法
維
持
の
暴
力
」
の
悪
循
環
は
続
く
こ
と
に
な
る
。「
正
し
い

目
的
」
と
「
法
」
が
結
び
付
い
て
い
る
限
り
、
こ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
目
的
―
手
段
」
連
関
か
ら
外
れ
、「
法
措
定
の
暴
力
」
↓↑
「
法
維
持
の
暴
力
」
の
悪
循
環
を
引
き
起

こ
さ
な
い
「
暴
力
」、
自
己
の
維
持
に
固
執
す
る
「
権
力 G

ew
alt

」
に
転
化
し
な
い
、
純
粋
な
「
暴
力
」
は
あ
る
の
か
、
と
い
う

問
い
を
提
起
す
る
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
考
え
る
た
め
、
彼
は
「
神
話
」
に
お
け
る
「
暴
力
」
に
焦
点
を
移
す
。

五
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
結
ぶ
「
神
話
」
と
「
暴
力
」

　

い
き
な
り
「
神
話
」
に
話
題
を
移
す
の
は
、
文
芸
批
評
家
な
ら
で
は
の
飛
躍
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
こ
で
も
ソ
レ
ル
の
議

論
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ソ
レ
ル
は
『
暴
力
論
』
の
「
序
論
」
で
、
民
衆
の
「
解
放 délivrance

」
の
た
め
の

闘
争
で
大
き
な
「
暴
力
」
を
動
員
す
る
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
と
サ
タ
ン
の
闘
争
の
構
図
の
よ
う
な
「
神
話 m

ythes

」

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
が
「
サ
タ
ン
と
の
闘
争 la lutte satanique

」
と
い
う
、
古

い
「
神
話
」
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
も
言
及
し 
  41
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
側
も
「
ゼ
ネ
ス
ト
」
に
多
く
の
労
働
者
を

糾
合
す
る
に
は
、
現
代
の
「
革
命
的
神
話 m

ythes révolutionnaires

」
を
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る 

  42
。
無

論
、
こ
の
場
合
の
「
神
話
」
と
は
、
神
々
や
半
神
、
精
霊
、
怪
物
な
ど
が
活
躍
す
る
太
古
の
物
語
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
人
々

が
そ
の
登
場
人
物
に
感
情
的
に
同
化
し
、
自
分
の
生
き
方
や
行
動
の
モ
デ
ル
に
す
る
よ
う
な
物
語
と
い
う
こ
と
だ
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
も
、
論
文
「
神
話
の
政
治
的
理
論
」（
一
九
二
三
）
で
、
神
と
国
家
に
対
す
る
プ
ル
ー
ド
ン
と

バ
ク
ー
ニ
ン
の
理
論
的
闘
争
を
、
ゼ
ネ
ス
ト
を
鼓
舞
す
る
た
め
の
「
神
話
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
い
う
形
で
継
承
し
た
ソ
レ
ル
を
評
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価
し
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
神
話
論
の
大
い
な
る
心
理
学
、
歴
史
的
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」   43
、
と
主
張
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇
―
一
八
三
一
）
の
弁
証
法
や
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（
一
七
八
三
―
一
八
四
二
）

や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
一
八
二
一
―
六
七
）
の
文
学
作
品
や
、
マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
―
八
三
）
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
（
一
八
二
〇
―
九

五
）
の
階
級
論
的
著
作
な
ど
を
通
じ
て
、
憎
む
べ
き
、
醜
い
「
敵
」
と
し
て
の
「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
を
め
ぐ
る
神
話
的
な
「
像 

B
ild

」
が
形
成
・
継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
ロ
シ
ア
に
お
い
て
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
革
命
家
た
ち
を
、
敵
と
の
神
話
的
な
闘
争
の
戦
士

に
な
る
べ
く
鼓
舞
し
た
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
そ
う
し
た
革
命
的
神
話
の
影
響
を
認
め
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
余
波
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
打
倒
を
目
指
す
革
命
の
神
話
と
並
ん
で
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
侵
略
に
対
抗
す
る
形
で
浮
上
し
て
き
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
神
話
の
影
響
の
拡
が
り
も
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し

て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
運
動
や
、
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
見
せ
る
も
う
一
つ
の
顔
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
的
な
顔
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
二
つ
の
神
話
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
独
立
運
動
や
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
場
合
の
よ
う
に
、
コ

ラ
ボ
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
両
者
が
対
立
す
る
場
合
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
方
が
勝
利
す
る
。
そ
の
結
果
、
ア
ナ
ー
キ

ス
ト
に
よ
る
神
話
利
用
は
、
彼
ら
の
意
図
と
は
逆
の
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
著
作
家
た

ち
が
権
威
と
統
一
性
に
対
す
る
敵
対
か
ら
神
話
的
な
も
の
の
非
合
理
性
を
発
見
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
新
し
い

権
威
、
秩
序
、
規
律
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
す
る
新
し
い
感
情
の
基
礎
作
り
の
た
め
に
協
働
す
る
こ
と
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
か
っ

た
」   44
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
た
ち
が
神
話
を
利
用
し
て
既
成
の
国
家
の
枠
組
み
に
挑
戦
し
続
け
、
結
果
的
に
、
多
数

の
神
話
が
乱
立
す
る
状
態
が
生
じ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
、
権
威
と
統
一
性
を
も
た
ら
す
強
力
な
神
話
へ
の
希
求
が
強
ま
っ
て
い
く
と

見
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

話
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
戻
そ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
や
聖
書
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
い
か
な
る
「
目
的

－

手
段
」

連
関
に
も
関
係
な
く
、
一
方
的
に
人
間
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
運
命
的
な
「
暴
力
」
を
、「
神
話
的
暴
力 die m

ythische G
ew

alt

」
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と
「
神
的
暴
力 die göttliche G

ew
alt

」
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
前
者
は
、
何
の
理
由
も
な
く
、
新
し
い
法
を
打
ち
立
て
る
神
々

の
単
な
る
「
宣
言 M

anifestation

」
の
形
を
取
る 

  45
。
例
え
ば
、
ゼ
ウ
ス
が
原
初
の
人
間
に
火
の
使
用
を
禁
じ
る
場
合
の
よ
う
に
、

い
か
な
る
理
由
も
な
く
、
神
の
意
思
＝
運
命
と
し
て
一
方
的
に
宣
言
さ
れ
、
禁
を
破
っ
た
も
の
は
罰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
種
の
暴
力

は
、
法
措
定
の
暴
力
の
原
型
だ
。

　

そ
の
影
響
は
、
神
話
と
い
う
虚
構
の
世
界
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
言
わ
せ
る
と
、「
神
話
的
暴
力
」
に
現

実
の
世
界
で
対
応
す
る
も
の
が
、「
国
家
法
」、
特
に
、
国
家
自
体
の
創
設
に
関
わ
る
法
関
係
、
例
え
ば
、
国
境
の
設
定
や
権
力
者

で
あ
る
王
侯
貴
族
へ
の
特
権
＝
先
権
利
（
》Vor

《recht

）
の
付
与
に
際
し
て
不
可
避
的
に
行
使
さ
れ
る
法
措
定
の
暴
力
が
そ
れ
に

当
た
る 

  46
。
逆
に
言
う
と
、「
神
話
的
暴
力
」
の
よ
う
な
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
、
運
命
的
な
力
が
作
動
し
て
、
様
々
な
抵
抗
を
一
挙

に
排
除
し
な
い
限
り
、
い
か
な
る
権
力
も
法
関
係
も
な
い
と
こ
ろ
に
、
政
治
体
制
を
創
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
。
後
に
ハ
ン

ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
一
九
〇
六
―
七
五
）
は
『
革
命
に
つ
い
て
』（
一
九
六
三
）
で
、
モ
ー
セ
や
ロ
ム
ル
ス
な
ど
の
神
話
的
な
国

家
（
政
治
共
同
体
）
創
設
に
際
し
て
行
使
さ
れ
た
暴
力
に
言
及
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
体
制
に
と
っ
て
、「
暴
力
は
は
じ
ま

り
（beginning

）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
暴
力
を
犯
さ
（violate

）
な
い
で
は
、
は
じ
ま
り
は
あ
り
え
な
か
っ
た
」    47
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
文
脈
で
考
え
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
神
話
的
暴
力
」
と
い
う
時
の
「
神
話
」
と
は
、
特
に
国
家
創
設
や
法
の
起
源
に

関
わ
る
神
話
で
あ
り
、
既
存
の
国
家
や
法
の
存
在
を
正
当
化
し
、
そ
の
登
場
人
物
の
行
為
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
各
市
民
＝
臣
民

（Subjekt

）
が 　
　

 

国
家
や
法
を
維
持
し
て
た
め
に 　
　

 

い
か
に
振
る
舞
う
べ
き
か
例
示
す
る
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
神

話
的
暴
力
と
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
力
に
よ
っ
て
、
他
の
諸
力
を
抑
圧
し
て
国
家
や
法
を
作
り
出
す
暴
力
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た

め
に
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
一
連
の
「
神
話
」
の
起
点
と
な
る
暴
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。（
自
然
の
摂
理
に
介
入

す
る
）
神
の
「
奇
蹟 W

under

」   48
と
の
類
比
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
そ
の
基
本
的
性
質
を
描
写
し
た
、「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
行
使

さ
れ
る
主
権
者
の
権
力
＝
暴
力
は
、「
神
話
的
暴
力
」
を
原
型
と
す
る
「
法
措
定
の
暴
力
」
の
部
分
的
な
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
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き
よ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
「
神
的
暴
力
」
と
は
、
法
否
定
的
（vernichtend

）
な
性
格
を
持
つ
。
神
話
的
暴
力
が
限
界
を
設
定
す
る
の
に
対

し
、
神
的
暴
力
は
限
界
な
し
に
否
定
す
る
。
前
者
が
罪
を
作
り
、
贖
わ
せ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
罪
を
取
り
去
る 

  49
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
は
そ
の
例
と
し
て
、
旧
約
聖
書
で
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
に
反
逆
し
た
コ
ラ
の
一
党
を
こ
と
ご
と
く
焼
き
尽
く
し
た
神
の
火
の
猛
威

（G
ew

alt

）
を
挙
げ
て
い
る
。
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
極
め
て
理
不
尽
な
暴
力
、
あ
る
い
は
、
指
導
者
に
歯
向
か

う
者
に
は
容
赦
し
な
い
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
、
法
維
持
的
な
暴
力
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
言
わ
せ
る
と
、

こ
の
暴
力
は
、
罪
自
体
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
、
後
に
残
っ
た
者
た
ち
に
罪
ゆ
え
の
負
債
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
し
、
制
度
的
な

も
の
の
助
け
を
借
り
て
発
動
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
文
字
通
り
瞬
間
的
に
発
動
し
、
消
え
て
い
く
も
の
な
の
で
、
法
措
定

－

法
維

持
的
な
性
格
は
持
た
な
い
。
こ
う
し
た
新
し
い
法
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
の
な
い
、
国
家
や
法
を
正
当
化
す
る
た
め
の
神
話
を
伴

わ
な
い
暴
力
に
、
現
代
社
会
で
対
応
す
る
の
が
、
い
か
な
る
意
味
で
も
法

－

権
力
関
係
を
新
た
に
産
出
す
る
こ
と
の
な
い
、
ソ
レ

ル
が
理
想
と
す
る
純
粋
な
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
暴
力
だ
。

　

無
論
、
そ
う
し
た
「
神
的
暴
力
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
現
実
的
制
約
も
受
け
な
い
の
で
、
何
の
前
触
れ
も
な

く
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
理
解
で
き
な
い
理
不
尽
な
猛
威
を
際
限
な
く
ふ
る
い
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
普
通
の
人
間
は
不

安
に
な
る
。「
神
的
暴
力
」
を
装
う
、
つ
ま
り
未
知
の
神
に
導
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
演
じ
る
、
あ
る
い
は
自
分
で
そ
う
思
い

込
ん
で
い
る
指
導
者
が
出
現
し
た
ら
、
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い 

  50 　
　

 

現
代
人
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
暴
力
論
批
判
論
』
を

執
筆
し
た
、
約
二
十
年
後
に
ド
イ
ツ
で
起
こ
っ
た
こ
と
を
連
想
し
て
し
ま
う
。〝
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
〞
が
現
代
の
偽
の
預
言
者
で
な

い
と
い
う
保
証
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
神
的
暴
力
」
で
あ
る
と
ど
う
や
っ
て
判
定
し
た
ら
い
い
の
か
。
そ
の
難
し
さ
に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
率
直
に

認
め
て
い
る
。
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だ
が
、
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
、
純
粋
な
暴
力
が
い
つ
、
ひ
と
つ
の
特
定
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
現
実
に
存
在
し
た
か
を
決
定
す
る

こ
と
は
、
す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
す
ぐ
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
と
し
て
は
っ

き
り
認
め
ら
れ
る
暴
力
は
、
比
喩
を
絶
す
る
作
用
力
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
を
除
け
ば
、
神
的
な
ら
ぬ
神
話
的
暴
力
な
の
だ
か

ら
。
暴
力
の
も
つ
滅
罪
的
な
力
は
、
人
間
の
眼
に
は
隠
さ
れ
て
い
る 

  51
。

　

こ
の
よ
う
に
認
め
て
し
ま
う
と
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
暴
力
が
「
神
的
暴
力
」
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
暴
力
が
過

ぎ
去
っ
た
後
で
、
検
証
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
芸
批
評
家
・
哲
学
者
で
あ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
は
、「
神

的
暴
力
」
の
可
能
性
が
少
し
で
も
あ
る
の
な
ら
そ
れ
で
十
分
だ
ろ
う
が
、
法
学
者
で
あ
り
、「
例
外
状
態
」
と
「
主
権
」
を
め
ぐ

る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
論
争
の
文
脈
で
、「
暴
力
＝
権
力
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、
予
め
ど
の
よ
う
に

作
用
す
る
か
予
見
で
き
な
い
「
神
的
暴
力
＝
純
粋
暴
力
」
は
使
え
な
い
概
念
だ
ろ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
関
心
を
持
つ
の
は
、
ど
の

よ
う
な
「
神
話
的
暴
力
」
が
、
法
秩
序
維
持
に
寄
与
す
る
か
だ
。

　

ド
イ
ツ
の
政
治
哲
学
者
ヤ
ン
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
＝
ミ
ュ
ラ
ー
（
一
九
七
〇
―　

）
は
、
合
意
に
達
す
る
た
め
の
手
続
き
を
規
定
す

る
も
の
、
人
々
に
権
利
を
与
え
る
も
の
と
し
て
「
法
」
を
捉
え
る
リ
ベ
ラ
ル
な
法
理
解
に
反
対
し
、
通
常
の
法
が
機
能
停
止
す
る

特
殊
な
瞬
間
に
、
法
の
「
暴
力
」
的
な
本
質
が
現
れ
る
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
点
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
極
め
て

近
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
示
唆
す
る 

  52
。
そ
の
一
方
で
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
両
者
が
別
の
面
で
対
局
に
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
シ
ュ
ミ

ッ
ト
が
、
政
治
的
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
原
初
の
暴
力
と
主
権
的
行
為
に
絶
え
ず
遡
及
し
、
そ
れ
を
再
現
＝
表
象
（represent

）

す
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
そ
の
後
の
反
復
や
再
現
＝
表
象
を
一
切
伴
う
こ
と
な
く
、
人
々
を
「
法
」

権
力
の
循
環
的
な
構
造
か
ら
解
放
す
る
純
粋
な
暴
力
が
出
現
す
る
メ
シ
ア
的
な
瞬
間
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る 

  53
。
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ソ
レ
ル
の
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
的
な
神
話
論
を
反
面
教
師
に
し
、
よ
り
強
力
で
、
人
々
を
法
＝
権
力
に
呪
縛
す
る
神
話
を
求
め
た
シ

ュ
ミ
ッ
ト
と
、
ソ
レ
ル
の
神
話
論
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が
矛
盾
な
く
両
立
す
る
極
限
的
な
状
況
を
想
像
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
。
ソ
レ
ル

を
間
に
挟
ん
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
暴
力
＝
権
力
」
論
を
対
置
す
る
と
、「
暴
力
」「
権
力
」「
表
象
」「
反
復
」
を

め
ぐ
る
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
の
現
代
思
想
に
お
け
る
重
要
な
問
題
系
の
輪
郭
が
見
え
て
く
る
。

六
、「
例
外
状
態
」
と
「
剥
き
出
し
の
生
」

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
双
方
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
ア
ガ
ン
ベ
ン
（
一
九
四
二
―　

）
は
主
著

『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』（
一
九
九
五
）
に
お
い
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
例
外
状
態
」
論
に
含
意
さ
れ
て
い
る
、「
主
権
」
と
「
暴
力
」

の
絡
み
合
い
を
め
ぐ
る
問
題
を
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
（
聖
な
る
人
） hom

o sacer

」
と
関
連
付
け
て
論
じ
て
い
る
。

　
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
と
は
、
古
代
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
神
に
呪
わ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
を
は
く
奪
さ
れ
、

社
会
か
ら
追
放
さ
れ
た
存
在
だ
。
当
然
、
当
該
の
社
会
の
宗
教
的
儀
礼
に
関
与
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
人
を
殺
し
て
も
、

殺
人
罪
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
人
は
、
彼
を
呪
っ
て
い
る
神
の
所
有
物
で
あ
り
、
他
の
神
に
生
け
贄
と
し
て
捧
げ
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
は
「
呪
わ
れ
て
い
る
」
が
、
特
定
の
神
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、「
聖
な

る
」
存
在
で
も
あ
る
。

　
「
呪
わ
れ
て
い
る
」
と
同
時
に
「
聖
な
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
を
聞
く
と
、
一
見
、
両
価
的
、
プ
ラ
ス
の
価
値
と
マ
イ

ナ
ス
の
価
値
の
双
方
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
こ
れ
を
む
し
ろ
、「
人
間
の
法 diritto um

ano

」
か
ら

も
「
神
の
法 diritto divino

」
か
ら
も
二
重
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」

を
殺
し
て
も
、
殺
人
罪
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
彼
の
死
を
、
宗
教
的
に
意
味
の
あ
る
犠
牲
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
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あ
る
。
こ
の
点
を
強
調
し
た
う
え
で
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
こ
の
二
重
の
排
除
ゆ
え
に
不
可
避
的
に
、「
聖
事
の
圏
域
で
も
世
俗
的

な
活
動
で
も
な
い
人
間
活
動
の
圏
域
（sfera dell 'agire um

ano

）」    54
が
開
け
る
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
圏
域
か
？
他
の
動
物
と
同
じ
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
権
利
や
法
、
正
義
な
ど
と
は
何

の
関
係
の
な
い
、
単
純
に
ヒ
ト
と
い
う
動
物
と
し
て
の
生
命
維
持
活
動
を
し
て
い
る
だ
け
の
圏
域
と
い
う
こ
と
な
の
か
？

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
序
文
」
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
、
生
命
を
意
味
す
る
二
つ
の
言
葉
、〈bíos

〉
と
〈zōḗ

〉
の
意
味
の
違
い

に
言
及
し
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
古
代
の
著
述
家
が
、
ポ
リ
ス
の
市
民
の
「
生 vita

」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

時
に
使
っ
て
い
る
言
葉
は
、
も
っ
ぱ
ら
〈bíos

〉
で
、
動
物
と
共
通
す
る
生
命
活
動
を
意
味
す
る
〈zōḗ

〉
と
は
は
っ
き
り
区
別

さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
国
民
の
人
口
動
態
や
健
康
の
管
理
と
い
っ
た
文
脈
で
の
、〈zō ḗ

〉
の
管
理 　
　

 

フ
ー
コ
ー
（
一
九
二

六
―
八
四
）
の
用
語
で
言
え
ば
、「
生
政
治 biopolitique

」 　
　

 

が
国
家
の
政
策
的
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
は
、
近
代
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る 

  55
。

　

で
は
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
は
、
ポ
リ
ス
に
属
さ
な
い
、
も
っ
ぱ
ら
動
物
的
な
生
を
送
る
ヒ
ト
だ
と
理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
？

最
低
限
の
定
義
と
し
て
は
そ
れ
で
よ
さ
そ
う
だ
が
、
ど
う
も
単
純
に
そ
う
い
う
話
だ
け
で
は
す
ま
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
ホ
モ
・

サ
ケ
ル
」
は
、
ポ
リ
ス
（
政
治
的
共
同
体
）
の
法
＝
権
利
の
体
系
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
リ
ス
を
生
み
出
し
、
維
持
し
て

い
る
「
法
」
の
「
暴
力
」
と
全
く
無
関
係
で
は
な
い
ら
し
い
。

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、『
暴
力
批
判
論
』
で
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
単
な
る
生
（
剥
き
出
し
の
生
） das bloße Leben

＝la nuda vita

」

と
い
う
表
現
を
引
い
て
、
こ
れ
が
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
の
生
の
在
り
方
だ
と
し
て
い
る 

  56
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
神
話
的
暴
力
」

あ
る
い
は
「
法
的
暴
力
」
と
、「
剥
き
出
し
の
生
」
と
の
複
雑
な
関
係
に
言
及
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
コ
ラ
の
徒
党
を
焼

き
尽
く
し
た
よ
う
な
「
神
的
暴
力
」
が
、
法
的
暴
力
を
解
消
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
か
説
明
す
る
文
脈
で
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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法
的
暴
力
の
解
消
は
、
し
た
が
っ
て
、
た
ん
な
る
自
然
的
生
命
に
罪
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
も
、
遡
及
力
を
お
よ
ぼ
し

て
ゆ
く
。（
…
）
た
し
か
に
、
た
ん
な
る
生
命
が
終
わ
れ
ば
、
生
活
者
に
た
い
す
る
法
の
支
配
も
終
わ
る
。
神
話
的
暴
力
は
た

ん
な
る
生
命
に
た
い
す
る
、
暴
力
そ
れ
自
体
の
た
め
の
、
血
の
匂
い
の
す
る
暴
力
で
あ
り
、
神
的
暴
力
は
す
べ
て
の
生
命
に
た

い
す
る
、
生
活
者
の
た
め
の
、
純
粋
な
暴
力
で
あ
る 

  57
。

　

神
話
的
暴
力
、
あ
る
い
は
、「
神
話
」
の
形
で
発
現
す
る
法
的
暴
力
が
、「
単
な
る
生
＝
剥
き
出
し
の
生
」
を
罪
あ
る
も
の
と
す

る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
？
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
直
接
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、『
暴
力
批
判
論
』
で
の
議
論
の
流
れ
か

ら
ご
く
普
通
に
考
え
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原
罪
論
と
か
、
人
々
が
あ
る
掟
に
従
う
べ
き
理
由
を
示
す
起
源
神
話
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
が
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
描
く
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
の
状
態
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
は
、
神
の
法
か
ら

も
人
の
法
か
ら
も
排
除
さ
れ
、「
単
に
生
き
て
い
る
だ
け
」
の
状
態
に
な
り
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
呪
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
殺
し
て
も
殺
人
罪
に
は
問
わ
れ
な
い
存
在
と
し
て
〝
法
的
〞
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
既
存
の
法
と
は
関

係
な
い
存
在
で
あ
る
、
と
〝
法
〞
に
よ
っ
て
名
指
し
さ
れ
た
逆
説
的
な
存
在
だ
。
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
そ
う
し
た
逆
説
的
な
ス
テ
ー

タ
ス
を
与
え
て
い
る
の
が
、
彼
を
呪
わ
れ
た
も
の
と
宣
告
し
た
「
神
話
的
暴
力
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
暴
力
が
、「
単
な
る

生
命
」
を
、「
罪
が
あ
る schuldig

」
も
の
と
見
な
し
、「
法
の
支
配 H

errschaft des R
echtes

」
下
に
置
く
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
議
論
と
繋
が
っ
て
く
る
。

　

た
だ
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
が
あ
く
ま
で
「
例
外
」
的
な
存
在
で
あ
り
、〝
普
通
の
ポ
リ
ス
の
市
民
〞
は
、
単
に
生
き
て
い
る
だ

け
で
罪
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
と
、「
神
話
的
暴
力
」
を
め
ぐ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
明
と
う
ま
く
繋
が
ら
な

い
よ
う
に
も
思
え
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
神
話
的
暴
力
」
の
例
外
的
作
用
で
は
な
く
、
一
般
的
な
性
格
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
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よ
う
に
思
え
る
。

　

そ
こ
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
例
外
状
態

－

主
権
者
」
論
が
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
神
話
的
暴
力

－

単
な
る
生
」

を
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
結
び
付
け
る
蝶
番
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
「
主
権
者
」
の

通
常
の
法
を
超
え
た
「
権
力
＝
暴
力
」
は
、
隙
さ
え
あ
れ
ば
自
ら
の
欲
望
の
ま
ま
に
私
的
暴
力
を
行
使
し
、
ほ
し
い
も
の
を
手
に

入
れ
よ
う
と
す
る
臣
民
た
ち
に
対
し
、
国
家
権
力
の
本
質
＝
神
話
的
暴
力
を
啓
示
す
る
と
共
に
、
自
分
た
ち
の
本
性
が
「
法
」
と

は
相
容
れ
な
い
「
悪
」
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
。
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
四
八
条
二
項
で
、
人
身
の
自
由
、
居
住
の
自
由
、

意
見
表
明
の
自
由
な
ど
、
基
本
的
人
権
が
停
止
さ
れ
る
可
能
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、「
例
外
状
態
」

に
あ
っ
て
は
、
通
常
の
法
に
よ
る
保
護
が
解
除
さ
れ
、
臣
民
た
ち
は
「
単
な
る
生
＝
剥
き
出
し
の
生
」
に
近
い
状
態
に
置
か
れ
る
。

そ
こ
で
臣
民
た
ち
は
、
国
家
と
自
分
た
ち
の
間
の
本
来
の
関
係
、（
罪
深
い
存
在
で
あ
る
）
自
分
た
ち
は
国
家
の
権
力
に
従
う
し

か
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

　

だ
と
す
る
と
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
は
、「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
、
全
て
の
臣
民
が
否
応
な
く
直
視
さ
せ
ら
れ
る
事
態
の
極
限

に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
人
々
は
、
二
重
に
排
除
さ
れ
た
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
の
内
に
、
自
分
た
ち
と
国
家
と
の
間
の
本

当
の
関
係
、
通
常
の
法
＝
権
利
の
体
系
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
暴
力
的
な
支
配
関
係
を
見
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ア
ガ
ン

ベ
ン
は
、「
例
外
」
の
哲
学
的
な
意
味
を
め
ぐ
る
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
以
下
の
考
察
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。

例
外
は
通
常
の
事
例
よ
り
も
興
味
深
い
。
常
態
は
な
に
ひ
と
つ
証
明
せ
ず
、
例
外
が
す
べ
て
を
証
明
す
る
。
例
外
は
通
例
を
裏

づ
け
る
ば
か
り
か
、
通
例
は
そ
も
そ
も
例
外
の
み
に
よ
っ
て
生
き
る
。
例
外
に
お
い
て
こ
そ
、
現
実
生
活
の
力
が
、
く
り
返
し

と
し
て
硬
直
し
た
習
慣
的
な
も
の
の
殻
を
突
き
破
る
の
で
あ
る 

  58
。
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「
常
態
＝
正
常
な
も
の das N

orm
ale

」
と
は
ど
う
い
う
状
態
な
の
か
は
、
そ
れ
か
ら
外
れ
る
例
外
、
異
常
な
（abnorm

al

）
も

の
と
の
対
比
を
通
し
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
う
の
は
差
別
や
排
除
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
で
し
ば
し
ば
出
て
く
る
図
式

だ
。
障
碍
者
や
狂
気
に
憑
か
れ
た
人
、
犯
罪
者
（
予
備
軍
）、
同
性
愛
者
な
ど
が
例
外
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
正
常
な
市
民
」
の
輪
郭
が
描
き
出
さ
れ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
例
外
」
論
に
関
係
付
け
て
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

例
外
化
と
は
一
種
の
排
除
で
あ
る
。
例
外
は
、
一
般
的
な
規
範
か
ら
排
除
さ
れ
た
単
独
の
事
例
で
あ
る
。
い
か
し
、
例
外
を
ま

さ
し
く
例
外
と
し
て
特
徴
づ
け
る
の
は
、
排
除
さ
れ
る
も
の
が
、
排
除
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
規
範
と
ま
っ
た
く
関
連
を
も
た

な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
規
範
は
、
宙
吊
り
と
い
う
形
で
例
外
と
の
関
係
を
維
持
す
る
。

規
範
は
、
例
外
に
対
し
て
自
ら
の
適
用
を
外
し
、
例
外
か
ら
身
を
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
適
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
例

外
状
態
と
は
秩
序
に
先
行
す
る
混
沌
の
こ
と
で
は
な
く
、
秩
序
の
宙
吊
り
か
ら
結
果
す
る
状
況
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

例
外
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
語
源 ex-capere
の
と
お
り
、
外
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い 

  59
。

　
「
例
外 l 'eccezione

」
が
「
一
般
的
な
規
範 la norm

a generale
」
か
ら
の
「
排
除 l 'esclusione

」
で
あ
る
と
い
う
の
は
分
か
り

や
す
い
が
、「
例
外
」
が
「（
秩
序
の
）
外
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
「
例
外
」
と
い
う
意
味
の
イ

タ
リ
ア
語
の
〈eccezione

〉
や
英
語
の
〈exception

〉
の
語
源
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
〈excapere

〉
が
「
外
に ex-

」
と
「
捉
え
る

capere

」
に
分
解
で
き
る
と
の
は
そ
の
通
り
だ
が
、「
外
に
捉
え
る
」、
あ
る
い
は
「
宙
吊
り sospensione

」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
？
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
が
そ
う
い
う
状
態
に
あ
る
、
と
言
い
た
い
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
の
流
れ
か
ら
明
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ら
か
だ
が
、
だ
と
し
て
も
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
が
法
秩
序
の
「
外
」
で
「
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
と
か
、「
宙
吊
り
」
に
な
っ
て
い

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
外
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
イ
メ
ー
ジ
の
説
明
と
し
て
、
カ
フ
カ
（
一
八
八
三
―
一
九
二
四
）
の
短
編
小
説
『
掟

（
法
）
の
前
』（
一
九
一
五
）
を
援
用
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
カ
フ
カ
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
お
り
、『
暴
力
批
判
論
』
に

も
カ
フ
カ
の
作
品
に
お
け
る
法
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る 

  60
。
田
舎
か
ら
来

た
男
が
「
掟
の
門
」
を
通
ろ
う
と
す
る
が
、
門
番
が
許
可
し
て
く
れ
な
い
の
で
、
許
可
が
出
る
の
を
待
ち
、
門
の
前
で
門
番
に
い

ろ
い
ろ
働
き
か
け
て
い
る
内
に
一
生
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、「
法
」
の
本
質
を
寓
意
的
に
表
す
物
語
と

し
て
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た 
  61
。

　

こ
の
田
舎
か
ら
来
た
男
は
、「
掟
（
法
）
の
門
」
を
通
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
「
法
の
外
」
に
は
い
る
け
れ
ど
、
か

と
い
っ
て
、
全
く
「
法
」
と
全
く
無
関
係
に
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
門
」
の
向
こ
う
に
そ
の
実
態
が
あ
る
の

か
分
か
ら
な
い
「
法
」
に
、「
門
の
外
」
で
呪
縛
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
に
よ
る
と
、「
法
」
は
こ

の
男
に
対
し
、「
自
ら
を
適
用
す
る
こ
と
で
自
ら
を
適
用
し si applica disapplicandosi

」、
男
を
「
法
の
外
（fuori di sé

）
に
遺

棄
す
る
（abbandonare

）
こ
と
で
、
彼
を
法
に
よ
る
締
め
出
し
の
内
に
保
つ
（lo tiene nel suo bando

）」    62
。

　

こ
れ
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
よ
う
に
言
い
換
え
て
み
よ
う
。
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
的
な
人
物
が
法
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
、

そ
の
存
在
が
周
囲
か
ら
忘
れ
ら
れ
、
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
人
も
自
分
が
排
除
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ

と
な
く
、
動
物
の
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
生
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
人
物
が
〝
法
か
ら
排
除

さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
〞
を
絶
え
ず
想
起
さ
せ
る
仕
掛
け
、
た
と
え
ば
、
彼
に
そ
の
共
同
体
の
法
や
儀
礼
の
枠
組
み
に
お
け
る

何
ら
か
の
位
置
を 　
　

 

た
と
え
負
の
価
値
の
も
の
で
あ
れ 　
　

 

与
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
共
同
体
の
構
成
員
は
彼
と
契
約
な

ど
の
法
的
関
係
を
結
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
、
彼
を
殺
し
て
も
殺
人
罪
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が
絶
え
ず
強
調
さ
れ
、
本
人
と
共
同
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体
の
メ
ン
バ
ー
に
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
。
共
同
体
を
直
接
に
支
配
し
て
い
る
「
法
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
「
法
」
と
周
囲
の
「
法
外
」
な
領
域
を
併
せ
て
支
配
し
て
い
る
メ
タ
・
レ
ベ
ル
の
〝
法
〞
の
働
き
に
は
捉
え
ら
れ
て
お

り
、
前
者
の
意
味
で
の
狭
義
の
「
法
」
が
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
す
る
た
め
の
、
見
せ
し
め
的
な
役
割
を
、
後
者
の
〝
法
〞
か
ら
割
り

当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
的
人
物
が
担
っ
て
い
る
役
割
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、『
掟
の
前
』
の
田
舎
か
ら
来
た
男
の
よ
う
に
、

排
除
さ
れ
て
い
る
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
自
ら
の
意
志
で
、「
門
前
」
に
と
ど
ま
り
、「
法
」
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
固
執
し

続
け
て
く
れ
る
の
が
好
都
合
だ
ろ
う
。
歴
史
的
に
言
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
か
ら
法
的
に
（
半
ば
）
排
除
さ
れ
な
が
ら
、
キ
リ

ス
ト
教
社
会
の
中
で
一
定
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
占
め
る
こ
と
に
拘
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
だ
ろ
う
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
法
の
本
質
を
示
す
も
の
と
し
て
重
視
す
る
「
例
外
状
態
」
と
は
、
自
分
は
「
法
」
の
下
に
あ
る
と
信
じ
て
き

た
〝
私
た
ち
〞
が
、
瞬
間
的
に
「
剥
き
出
し
の
生
」
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
瞬
間
に
〝
私
た
ち
〞
が
、
自

分
た
ち
は
「
通
常
」
は
辛
う
じ
て
「
門
」
の
〝
内
〞
に
い
る
も
の
の
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
、「
門
」
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
現
行

の
法
秩
序
が
崩
れ
れ
ば
、
い
つ
「
門
」
の
〝
外
〞
に
押
し
出
さ
れ
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ

れ
る
。

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
、
第
二
次
大
戦
中
の
真
っ
た
だ
中
、
前
線
で
の
作
戦
遂
行
や
強
制
収
容
所
の
建
設
・
運
営
に
力
を
集
中
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、〝
不
治
の
精
神
病
患
者
〞
を
ド
イ
ツ
全
土
か
ら
集
め
て
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
安
楽
死
さ
せ
る
「
安
楽

死
計
画
」
に
ヒ
ト
ラ
ー
が
拘
っ
た
、
生
政
治
学
的
な
背
景
と
し
て
、〈bíos

〉
と
〈zōḗ

〉
の
区
別
が
彼
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る 

  63
。
こ
の
二
つ
の
形
態
を
区
別
し
、
殺
害
可
能
な
「
剥
き
出
し
の
生
」
を
選
び
出
せ
る
こ
と
が
主
権
的
権
力

の
本
質
だ
と
す
る
と
、
国
家
が
差
し
迫
っ
た
危
機
、
例
外
状
態
に
あ
る
時
に
こ
そ
、「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
を
名
指
し
で
き
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
。
逆
に
言
う
と
、
人
種
・
民
族
、
障
害
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
思
想
信
条
等
を
名
目
に
、
常
に
「
ホ
モ
・
サ
ケ
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ル
」
を
名
指
し
、
法
外
な
存
在
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
専
心
し
た
ナ
チ
ス
政
権
は
、
政
権
発
足
当
初
か
ら
意
図
的
に
〝
例
外
状

態
〞
を
作
り
出
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
か
な
り
末
期
ま
で
、
主
権
的
な
独
裁
権
力
が
暴
走
し
な
い
よ
う
抑
止
す
る
必
要
を
説

き
、
法
治
国
家
的
な
体
制
を
覆
そ
う
と
す
る
ナ
チ
ス
に
反
対
す
る
論
陣
を
張
っ
て
お
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
後
、
急
に
ナ
チ

ス
す
り
寄
っ
た
の
は
彼
の
人
間
と
し
て
の
節
操
の
な
さ
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
彼
の
政
治
神
学
か
ら
論
理
的
な
帰
結
で
は
な
い
と
見

る
の
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
研
究
者
の
間
の
常
識
的
見
解
に
な
っ
て
い
る 

  64
。
し
か
し
、「
法
の
外
部
」
に
排
除
さ
れ
る
者
と
「
法
の

暴
力
」
性
を
め
ぐ
る
カ
フ
カ

－

ベ
ン
ヤ
ミ
ン

－

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論
の
流
れ
に
照
ら
し
て
、
彼
の
政
治
神
学

－

主
権
論
を
見
直
す

と
、
彼
が
ユ
ダ
ヤ
人
や
障
碍
者
を
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
化
す
る
こ
と
に
固
執
す
る
ナ
チ
ス
に
接
近
し
た
こ
と
に
、
一
定
の
法
理
論
上
の

根
拠
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。

七
、
通
常
と
例
外
、
正
常
と
異
常

　

ア
ガ
ン
ベ
ン
は
更
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
例
外
状
態
」
論
と
、
フ
ー
コ
ー
の
「
生
政
治
」
論
の
繋
が
り
を
示
唆
し
て
い
る
。「
生

政
治
」
と
は
、
近
代
に
お
い
て
登
場
し
た
、
統
計
調
査
等
に
基
づ
い
て
人
口
全
体
の
年
齢
構
成
、
健
康
状
態
、
教
育
水
準
な
ど
を

把
握
し
、
適
正
水
準
に
保
と
う
す
る
政
治
の
在
り
方
で
あ
り
、
そ
う
し
た
全
体
的
な
管
理
と
表
裏
一
体
で
、
各
個
人
に
対
し
て
は
、

逸
脱
行
動
を
取
ら
な
い
、「
規
範 norm

e

」
に
従
っ
て
振
る
舞
う
「
正
常
な norm

al

」
人
間
と
し
て
自
己
形
成
す
る
よ
う
働
き
か

け
る
。
後
者
の
側
面
は
「
規
律
権
力 pouvoir disciplinaire

」
と
呼
ば
れ
る
。

　

フ
ー
コ
ー
は
『
監
獄
の
誕
生
』（
一
九
七
五
）
で
、「
規
律
権
力
」
が
人
々
の
身
体
に
働
き
か
け
る
具
体
的
な
装
置
と
し
て
、

囚
人
に
絶
え
ず
監
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
植
え
付
け
る
と
共
に
、
そ
の
行
動
を
細
か
く
記
録
し
、「
正
常
性
」
の
基
準
に
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照
ら
し
て
評
価
す
る
近
代
的
な
刑
務
所
や
、
そ
の
仕
組
み
を
応
用
し
た
病
院
、
学
校
、
工
場
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。「
さ
ま
ざ
ま

な
規
律
・
訓
練
（les disciplines

）
を
と
お
し
て
出
現
し
て
く
る
の
が
、〈
規
格
〉
を
旨
と
す
る
権
力
（le pouvoir de la N

orm
e

）

で
あ
る
」   65
。
規
律
権
力
は
ま
た
、「
正
常
さ
」
の
基
準
を
際
立
た
せ
る
た
め
、
精
神
障
碍
者
、
犯
罪
者
、
非
異
性
愛
者
な
ど
「
異

常 anorm
al

」
な
人
々
を
マ
ー
ク
す
る 

  66
。「
生
政
治
」
は
、「
規
範
」
に
よ
る
「
正
常
化 norm

alisation

」
を
推
進
す
る 

  67
。

　
「
生
政
治
」
は
、
ヒ
ト
を
権
利
の
主
体
と
し
て
法
的
に
扱
う
の
で
は
な
く
、「
人
口
」
と
い
う
集
合
体
あ
る
い
は
、
あ
る
施
設
に

収
容
さ
れ
監
視
さ
れ
る
個
々
の
身
体
と
し
て
、
つ
ま
り
〈zōḗ

〉
と
し
て
管
理
す
る
と
い
う
点
で
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
潜
在
的
に

「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
で
あ
る
こ
と
、
法
の
暴
力
に
攻
撃
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
際
立
て
る
。
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、『
政

治
神
学
』
に
お
け
る
「
例
外
状
態
」
の
記
述
で
も
、「
生
政
治
」
と
同
様
に
、「
正
常
／
異
常
」
の
区
別
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
。「
例
外
状
態
」
は
、
生
政
治
が
日
常
的
、
官
僚
統
治
的
に 　
　

 

統
治
さ
れ
て
い
る
「
臣
民
＝
主
体
」
た
ち
に
は
あ
ま
り
自

覚
さ
せ
な
い
形
で 　
　

 

実
行
し
て
い
る
こ
と
を
、
あ
る
期
間
に
集
約
し
た
形
で
、
臣
民
た
ち
に
は
っ
き
り
自
覚
さ
せ
る
形
で
断
行

す
る
、
と
言
え
そ
う
だ
。『
政
治
神
学
』
の
先
に
引
用
し
た
箇
所
の
少
し
前
の
以
下
の
箇
所
は
、
生
政
治
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感

じ
さ
せ
る
。

例
外
事
例
が
、
そ
の
絶
対
的
な
姿
で
出
現
す
る
の
は
、
法
規
が
有
効
と
な
り
う
る
状
況
が
作
り
だ
さ
れ
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ

る
。
い
か
な
る
一
般
的
規
範
も
、
生
活
関
係
の
正
常
な
形
成
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
規
範
は
、
事
実
上
そ
れ
に
適

用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
を
規
範
的
規
制
に
従
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
規
範
は
、
同
質
的
媒
体
を
必
要
と
す
る
。
こ
の

事
実
上
の
正
常
性
は
、
た
ん
に
「
外
的
前
提
」
と
し
て
、
法
律
学
者
の
無
視
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
規
範

の
内
在
的
有
効
性
の
一
部
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
混
乱
状
態
に
適
用
し
う
る
法
な
ど
存
在
し
な
い
。
法
秩
序
が
意
味
を
も
ち

う
る
た
め
に
は
、
秩
序
が
作
り
だ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
正
常
な
状
態
が
作
り
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
し
、
ま
た
、
こ
の
正
常
な
状
態
が
実
際
に
存
在
す
る
か
い
な
か
を
明
確
に
決
定
す
る
者
こ
そ
が
、
主
権
者
な
の
で
あ
る
。
法

は
す
べ
て
、「
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
」
な
の
で
あ
る
。
主
権
者
が
、
全
一
体
と
し
て
の
状
況
を
、
そ
の
全
体
に
お
い
て

作
り
だ
し
保
証
す
る 
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。

　

こ
の
箇
所
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
後
の
フ
ー
コ
ー
と
同
様
に
、「
規
範 N

orm

」
と
「
正
常
性 N

orm
alität

」
を
め
ぐ
る
ち
ょ
っ
と

し
た
言
葉
遊
び
を
し
な
が
ら
、「
規
範
」
が
「
正
常
性
」
を
生
み
出
す
原
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
は
、「
法
」
を
、
現
実
と
直
接
的
な
接
点
が
な
い
抽
象
的
な
「
規
範
」
の
体
系
と
見
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
法
学
、
特
に
、
ケ

ル
ゼ
ン
と
理
論
的
に
対
立
し
て
い
る
。『
政
治
神
学
』
自
体
で
も
、
国
家
を
「
根
本
規
範 G

rundnorm

」
か
ら
演
繹
さ
れ
る
法
秩

序
の
体
系
に
還
元
し
、「
主
権
」
の
問
題
を
無
視
し
よ
う
と
さ
え
す
る
ケ
ル
ゼ
ン
に
矛
先
を
向
け
て
い
る 

  69
。

　

た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
規
範
」
が
「
法
」
の
表
面
を
な
ぞ
っ
て
い
る
だ
け
、
と
い
っ
て
軽
視
す

る
の
で
は
な
く
、「
規
範
」
を
、
よ
り
実
体
的
な
も
の
、「
生
活
関
係 Lebensverhältnisse

」
の
「
正
常
な
形
成 eine norm

ale 

G
estaltung

」
を
促
す
装
置
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
生
活
関
係
」
と
い
う
の
は
、
法
に
よ
る
規
制
や
保
護
の
対

象
に
な
る
日
常
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
の
諸
側
面
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
同
質
的
媒
体 ein hom

ogenes M
edium

」
と
い
う

の
は
、
法
が
人
々
を
同
じ
様
に
、
可
能
な
限
り
平
等
＝
均
一
に
扱
う
た
め
の
警
察
や
官
僚
な
ど
の
国
家
機
構
と
そ
れ
ら
に
備
わ
っ

て
い
る
イ
ン
フ
ラ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
も
、「
正
常
化
を
お
こ
な
う
権
力
（le pouvoir de norm

alisation

）
は
同

質
性
（l 'hom

ogénéité

）
を
強
制
す
る
」   70
と
述
べ
て
い
る
。

　

生
活
的
諸
関
係
が
「
規
範
」
に
従
っ
て
い
る
、
秩
序
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
「
正
常
な
状
態 der norm

ale 

Zustand

」
が
成
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
そ
れ
を
「
保
証 garantieren
」
す
る
の
が
「
主
権
者
」
だ
と
す
れ
ば
、
シ
ュ

ミ
ッ
ト
の
「
主
権
者
」
は
、
フ
ー
コ
ー
が
「
生
権
力
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
全
体
と
し
て
統
括
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
セ
ン
タ
ー
の
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よ
う
に
思
え
て
く
る
。
た
だ
、
論
文
『
中
立
化
と
脱
政
治
化
の
時
代
』（
一
九
二
九
）
な
ど
で
、
政
治
的
に
「
決
定
」
す
べ
き
こ
と
が
、

現
代
人
の
生
活
の
様
々
な
局
面
に
入
り
込
ん
で
い
る
高
度
に
発
展
し
た
「
技
術 Technik

」
の
実
情
に
合
わ
せ
て 　
　

 

そ
う
す
る

の
が
、
最
も
合
理
的
で
あ
る
か
の
ご
と
く 　
　

 〝
決
定
〞
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
ス
タ
ン
ス
か
ら
す
る
と
、
高
度
に
発
展
し
た
技
術
に
よ
る
「
正
常
化
」
を
志
向
す
る
「
生
政
治
」
を
肯
定
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

『
政
治
神
学
』
で
は
、「
生
活
関
係
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
か
述
べ
て
い
な
い
が
、『
法
学
的
思
惟
の
三
類
型
』（
一
九
三
四
）

で
は
、
法
的
規
範
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
「
生
活
領
域 Lebensbereich

」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
違
い
に
言
及
し
て
い
る
。
一
つ
は
、

時
刻
表
に
基
づ
く
鉄
道
運
輸
や
、
自
動
式
信
号
機
に
よ
る
交
通
規
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
予
測
可
能
性
（B

erechenbarkeit

）

が
重
視
さ
れ
る
、「
取
引
的
―
技
術
的 verkehrsm
äßig-technisch

」
に
形
成
さ
れ
た
領
域
。
も
う
一
つ
は
、
夫
婦
、
家
族
、
血
族
、

あ
る
身
分
層
に
属
す
る
同
輩
、
国
家
の
官
吏
、
聖
職
者
、
軍
隊
の
兵
士
な
ど
の
共
同
生
活
の
よ
う
に
、
制
度
的
に
形
成
さ
れ
た
領

域
だ
。

こ
れ
ら
の
生
活
領
域
は
、
何
が
正
常
で
あ
り
、
何
が
正
常
な
類
型
お
よ
び
正
常
な
状
態
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
お
の
お
の
の
概

念
を
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
持
っ
て
お
り
、
そ
の
正
常
性
の
概
念
は
、
技
術
化
さ
れ
た
取
引
社
会
と
は
ち
が
っ
て
、
単
に
規
範
に

よ
る
規
則
づ
け
の
予
測
可
能
な
函
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
生
活
領
域
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
法
的
実
体
を
持
っ
て
い
る 

  71
。

　

こ
の
箇
所
を
見
る
限
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
人
々
の
生
活
実
態
に
基
づ
い
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
規
範

－

正
常
性
の
領
域
と
、

経
済 

・ 

技
術
的
効
率
性
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
現
代
的
な
そ
れ
（
生
政
治
に
支
配
さ
れ
る
領
域
）
を
対
抗
関
係
に
あ
る
と
見
て
、

前
者
が
後
者
に
変
質
す
る
こ
と
を
で
き
る
だ
け
抑
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
主
権
的
な
権
力
が
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
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し
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
彼
の
問
題
意
識
は
、
人
々
が
「
法
」
に
よ
る
（
国
家
の
そ
れ

を
含
む
諸
暴
力
か
ら
の
）
保
護
を
徐
々
に
は
ぎ
取
ら
れ
、
あ
か
ら
さ
ま
な
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
」
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
懸
念
を
覚

え
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
た
フ
ー
コ
ー

－

ア
ガ
ン
ベ
ン
の
そ
れ
と
通
じ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
だ
と
す
る
と
な
お
さ
ら
、
主
権
者
の
直
接
の
指
令
で
、
医
学
を
中
心
と
す
る
近
代
的
技
術
を
応
用
し
た
生
権
力
の
行

使
を
断
行
し
、
伝
統
的
な
「
生
活
領
域
」
を
徹
底
的
に
破
壊
し
た
ナ
チ
ス
を
、
彼
が
支
持
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
皮
肉
な
結
末
だ
。

八
、『
政
治
神
学
』
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
性

　
「
現
代
国
家
理
論
の
重
要
な
概
念
は
、
す
べ
て
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
で
あ
る
」   72
と
い
う
有
名
な
命
題
に
よ
っ
て
、
法
や
政

治
に
不
可
避
的
に
備
わ
る
「
神
学
」
的
、
非
合
理
的
な
次
元
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
規
範
主
義
・
実
証
主
義
的
傾
向
が
優
位
に

な
っ
て
い
た
当
時
の
法
学
を
、
根
底
か
ら
再
考
し
よ
う
と
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
試
み
は
、
恐
ら
く
彼
自
身
は
意
図
し
な
か
っ
た
仕

方
で
、「
法
」
に
潜
む
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
系
の
問
題
を
明
る
み
に
出
し
た
。
そ
れ
は
、
人
々
の
権
利
や
生
命
を
保
護
す
る
は
ず
の
法

が
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
通
常
（norm

al

）
の
法
＝
権
利
、
更
に
は
道
徳
や
慣
習
を
含
む
各
種
の
規
範
（N

orm

）

効
力
が
停
止
す
る
「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
、
主
権
的
権
力
が
、「
か
つ
て
」 　
　

 

必
ず
し
も
歴
史
的
過
去
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

共
同
体
の
集
合
的
な
記
憶
の
中
で
表
象
さ
れ
る 　
　

 

の
神
話
的
暴
力
を
再
現
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
逆
説
だ
。

　

例
外
状
態
に
お
い
て
、「
剥
き
出
し
」
に
な
っ
た
人
々
の
生
が
、（
い
か
な
る
上
位
の
審
級
に
も
従
わ
な
い
）
神
話
的
暴
力
と

直
面
す
る
こ
と
で
、「
主
権
」
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
り
、
主
権
の
名
に
お
い
て
何
が
「
正
常
で
あ
る
＝
規
範
に
適
っ
て
い
る
か 

norm
al

」、
そ
の
尺
度
を
決
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。「
根
本
規
範
」
が
「
根
本
規
範
」
と
し
て
実
効
性
を
持
つ
に
は
、
そ
う
し

た
神
話
的
暴
力
と
し
て
の
力
を
帯
び
た
「
主
権
」
が
必
要
だ
。
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し
か
し
、
近
代
化
に
伴
っ
て
、
価
値
観
や
人
々
の
生
き
方
が
多
様
化
し
、
様
々
な
党
派
が
対
立
し
、「
正
常
性
」
を
確
立
し
に

く
く
な
る
と
、
絶
え
ず
〝
例
外
状
態
〞
を
宣
言
し
、
神
話
的
暴
力
を
繰
り
返
し
再
演
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
更
に

言
え
ば
、
法
が
様
々
な
科
学
技
術
と
結
び
付
い
た
現
代
社
会
で
は
、
主
権
的
権
力
が
自
ら
の
決
断
を
遂
行
す
る
能
力
（
＝
法
維
持

の
暴
力
）
を
強
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
様
々
な
技
術
を
権
力
装
置
に
組
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
政
治

の
機
能
喪
失
と
し
て
危
険
視
し
て
い
た
、
ヒ
ト
の
生
を
も
っ
ぱ
ら
「
剥
き
出
し
の
生
」
と
し
て
扱
う
生
政
治
的
な
様
相
を
露
骨
に

呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
主
権
的
権
力
は
自
ら
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ご
く
一
部
の
〝
異
常
者
〞
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
市
民
（
臣

民
）
の
生
を
「
剥
き
出
し
」
に
す
る
〝
例
外
状
態
〞
を
常
態
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

そ
う
し
た
危
険
を
予
感
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
法
措
定
の
た
め
の
神
話
的
暴
力
と
法
維
持
の
暴
力
を
悪
循
環

さ
せ
る
「
法
に
お
け
る
何
か
腐
っ
た
も
の
」
を
消
滅
さ
せ
る
、「
神
的
暴
力
」
を
夢
想
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、

フ
ー
コ
ー
、
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
テ
ク
ス
ト
と
ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
で
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
政
治
神
学
」
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
、
神
話

的
な
も
の
と
生
政
治
的
な
技
法
が
結
び
付
く
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
様
相
が
見
え
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, 9. A
uflage, D

uncker &
 H

um
blot, 2009, S.13.

２　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
の
特
徴
を
ま
と
め
た
研
究
と
し
て
、
田
中
浩
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
』
未
来
社
、
一
九
九
二

年
を
参
照
。

３　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
研
究
の
代
表
的
な
例
と
し
て
、
牧
野
雅
彦
『
危
機
の
政
治
学
』
講
談
社
、
二
〇
一
八
年
を
参
照
。

４　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.14

（
田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政
治
神
学
』
未
来
社
、
一
九
七
一
年
、
一
三
頁
）

５　

こ
の
方
面
の
代
表
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
、
特
に
、
一
七
一
頁
以
下
、

古
賀
敬
太
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、
特
に
、
一
五
九
頁
以
下
を
参
照
。
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６　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.59

（『
政
治
神
学
』、
六
九
頁
）
を
参
照
。

７　
C

arl Schm
itt, Politische Theologie, Vorbem

erkung zur zw
eiten A

usgabe, S.8f.

（『
政
治
神
学
』、「
第
二
版
の
ま
え
が
き
」、
八
頁
以
下
）, ders., 

Ü
ber die drei A

rten des rechtsw
issenschaftlichen D

enkens, 3. A
uflage, D

uncker &
 H

um
blot 2006

（
加
藤
新
平
・
田
中
成
明
訳
「
法
学
的
思
惟
の

三
類
型
」：
長
尾
龍
一
編
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
作
集
Ⅰ
』
慈
学
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
四
五
―
三
九
九
頁
）
等
を
参
照
。

８　

M
ax W

eber, Politik als B
eruf, in; G

esam
m

elte Politische Schriften, 5. A
uflage, J.C

.B
. M

ohr （Paul Siebeck

）, 1988, S.506

（
脇
圭
平
訳
『
職

業
と
し
て
の
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
九
頁
）
を
参
照
。

9　

Ebd.

（
同
右
、
一
〇
頁
）
を
参
照
。 

10　

教
授
資
格
論
文
『
国
家
の
価
値
と
個
人
の
意
義
』（
一
九
一
四
）
で
は
、
物
理
的
因
果
法
則
に
支
配
さ
れ
る
事
実
の
次
元
で
見
れ
ば
、
全
て
の
「
法 

R
echt

」
は
最
終
的
に
「
暴
力 G

ew
alt

」
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、「
法
」
を
「
規
範
」
と
見
る
理
論
的
な
立
場
に

立
て
ば
、
事
実
と
し
て
の
力
関
係
か
ら
「
法
」
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
新
カ
ン
ト
主
義
的
な 　
　

 

ケ
ル
ゼ
ン
に
近
い 　
　

 

二
元
論

を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
法
理
論
に
お
い
て
は
「
国
家 Staat

」
は
後
者
の
意
味
で
の
「
法
」
を
現
実
の
世
界
で
実
現
す
る
た
め
の
媒
介
と
し

て
分
析
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
り
、
国
家
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
「
最
高
権
力 die höchste G

ew
alt

」
を
「
単
な
る
最
強
の
暴
力 die 

lediglich stärkste G
ew

alt

」
と
見
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。C

arl Schm
itt, D

er W
ert des Staates und die B

edeutung des Einzelnen, 3. A
uflage, 

D
uncker &

 H
um

blot, 2015, bes., S.22ff. , S.51ff., S.75ff. 

を
参
照
。
し
か
し
、『
政
治
神
学
』
を
執
筆
し
た
時
点
で
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
新
カ
ン
ト

学
派
的
な
二
元
論
か
ら
は
っ
き
り
距
離
を
取
っ
て
い
る
の
で
、「
暴
力
／
権
力
」
に
対
す
る
見
方
も
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

11　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.18

（『
政
治
神
学
』、
一
九
頁
）
を
参
照
。

12　

Ebd., S.51ff.

（
同
右
、
六
一
頁
以
下
）
を
参
照
。

13　

Ebd., S.54

（
同
右
、
六
七
頁
）.

14　

Carl Schm
itt, D

er Begriff des Politischen, 8. A
uflage, D

uncker &
 H

um
blot, S.33f., u. S.50ff. （

田
中
浩
・
原
田
武
雄
訳
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』

未
来
社
、
一
九
七
〇
年
、
三
〇
頁
以
下
、
及
び
六
一
頁
以
下
）
を
参
照
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
拙
著
で
解
説
し
た
。『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

入
門
講
義
』
作
品
社
、
二
〇
一
三
年
、
三
二
九
頁
以
下
、
及
び
、
三
七
二
頁
以
下
を
参
照
。

15　
『
憲
法
論
』（
一
九
二
八
）
で
は
、「
民
衆
＝
人
民 Volk

」
を
「
憲
法
制
定
権
力
」
の
担
い
手
と
す
る
議
論
の
弱
点
と
し
て
、「
人
民
が
そ
れ
自
身
形

体
を
持
つ
こ
と
な
く
あ
る
い
は
組
織
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
政
治
形
体
お
よ
び
組
織
の
基
本
問
題
に
つ
い
て
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
そ
れ

ゆ
え
に
人
民
の
意
思
表
示
は
誤
認
さ
れ
、
曲
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
造
さ
れ
や
す
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。C

arl Schm
itt, Verfassungslehre, 

D
uncker &

 H
um

blot, 10. A
uflage, S.83

（
阿
部
照
哉
・
村
上
義
弘
訳
『
憲
法
論
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
、
一
〇
七
頁
）.
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16　
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位
』
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、「
民
主
主
義
」
は
、「
治
者
と
被
治
者
の
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
同
一
性
、
国
家
の
権

威
の
主
体
と
客
体
の
同
一
性
、
国
民
（Volk

）
と
議
会
に
お
け
る
国
民
代
表
と
の
同
一
性
、﹇
国
家
と
そ
の
時
々
に
投
票
す
る
国
民
と
の
同
一
性
﹈、

国
家
と
法
律
の
同
一
性
、
最
後
に
、
量
的
な
る
も
の
（
数
量
的
な
多
数
、
ま
た
は
全
員
一
致
）
と
質
的
な
る
も
の
（
法
律
の
正
し
さ
）
と
の
同
一

性
」
と
い
っ
た
一
連
の
同
一
性
に
基
づ
く
、
と
い
う
独
特
の
「
民
主
主
義
」
観
を
示
し
て
い
る
。C

arl Schm
itt, D

ie geistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlam

entarism
us, 9. A

uflage, D
uncker &

 H
um

blot, 2010, S.35

（
樋
口
陽
一
訳
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位　

他
一
篇
』
岩
波

書
店
、
二
〇
一
五
年
、
二
三
頁
）. 

こ
の
よ
う
に
「
人
民 Volk

」
を
理
解
し
た
と
し
て
も
、
複
数
の
人
間
か
ら
成
る
「
人
民
」
が
ど
の
よ
う
に
意
思
決

定
に
至
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
の
問
題
を
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
ど
う
処
理
し
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
、D

avid D
yzenhaus, Legality and 

Legitim
acy, O

xford U
niversity Press, 1997, pp.53ff.

（
池
端
忠
司
訳
『
合
法
性
と
正
当
性
』
春
風
社
、
二
〇
二
〇
年
、
八
三
頁
以
下
）
を
参
照
。

17　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.54

（『
政
治
神
学
』、
六
七
頁
）.

18　

Thom
as H

obbes, Leviathan, H
ackett Publishing C

om
pany, 1994, p.76

（
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
一
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、

二
一
〇
頁
）
を
参
照
。

19　

Josephe D
e M

aistre, Les soirées de Saint-Pétersbourg, ou, Entretiens sur le gouvernem
ent tem

porel de la Providence, in:Joseph de M
aister 

O
euvres Ⅳ

, Editions Slatline, 1993, p.133 sqq.

（
岳
野
慶
作
訳
『
サ
ン
・
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
の
夜
話
』
中
央
出
版
社
、
一
九
四
八
年
、
一
三
一
頁
以

下
）
を
参
照
。

20　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.61ff.
（『
政
治
神
学
』、
七
二
頁
以
下
）
を
参
照
。

21　

Ebd., S.55, S.61f., S.67 u.a.

（
同
右
、
六
八
頁
、
七
一
頁
、
八
三
頁
等
）
を
参
照
。

22　

Ebd., S.61

（『
政
治
神
学
』、
七
三
頁
）.

23　

Ebd., S.67

（『
政
治
神
学
』、
八
三
頁
）
を
参
照
。
コ
ル
テ
ス
の
プ
ル
ー
ド
ン
に
対
す
る
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、Valerio D

'A
ngelo, “N

i 
dieux ni m

aitre”. A
narquism

o y teología política, in: R
es Publica. R

evista de H
istoria de las Ideas Políticas

（http://dx.doi.org/10.5209/
R

PU
B

.63888

）
を
参
照
。

24　

拙
著
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
入
門
講
義
』、
三
七
頁
以
下
、
及
び
、
八
六
頁
以
下
を
参
照
。

25　

C
arl Schm

itt, Politische R
om

antik, 6.A
uflage, D

uncker &
 H

um
blot, 1998, S.82ff.

（
橋
川
文
三
訳
『
政
治
的
ロ
マ
ン
主
義
』
未
来
社
、
一
九
八

二
年
、
八
八
頁
以
下
）
を
参
照
。

26　

拙
著
『
増
補
新
版　

モ
デ
ル
ネ
の
葛
藤
』（
作
品
社
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

27　

W
alter B

enjam
in, U

rsprung des D
eutschen Trauerspiels, in: W

alter B
enjam

in G
esam

m
elte Schriften B

d. Ⅰ

・1, Suhrkam
p, 1991, S.245f. （

川
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村
二
郎
・
三
城
満
禧
訳
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五
年
、
五
八
頁
以
下
）
を
参
照
。

28　
W

alter B
enjam

in G
esam

m
elte Schriften B

d. Ⅰ

・3, Suhrkam
p, 1991, S.887

を
参
照
。

29　
C

arl Schm
itt, H

am
let oder H

ekuba. D
er Einbruch der Zeit in das Spiel, K

lett-C
otta, 6. A

uflage, S.62-67, bes., S.64ff.

（
初
見
基
訳
『
ハ
ム
レ

ッ
ト
も
し
く
は
ヘ
ク
バ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
七
五
―
八
三
頁
、
特
に
、
七
九
頁
以
下
）
を
参
照
。

30　

W
alter B

enjam
in G

esam
m

elte Schriften B
d. Ⅱ

・1, Suhrkam
p, 1991, S.184.

（
野
村
修
編
訳
『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、

三
六
頁
）.

31　

Ebd., S.186
（
同
右
、
三
九
頁
）.

32　

Ebd., S.187

（
同
右
、
四
〇
頁
）.

33　

Ebd., S.189f.（
同
右
、
四
三
頁
以
下
）
を
参
照
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
書
き
方
だ
と
、「
警
察
」
限
定
の
話
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
デ
リ
ダ
は
こ
の
「
お

化
け
め
い
た
結
合
」
は
、「
法
措
定
の
暴
力
」
が
自
ら
を
維
持
す
る
た
め
に
「
法
維
持
の
暴
力
」
を
必
要
と
す
る
た
め
不
可
避
的
に
生
じ
て
く
る
と
指

摘
し
て
い
る
。Jacques D

errida, Force de loi, G
alilée, 1994, p.104sqq.

（
堅
田
研
一
訳
『
法
の
力
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
、
一
三
四

頁
以
下
）
を
参
照
。 

34　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.16
（『
政
治
神
学
』、
一
六
頁
）
を
参
照
。

35　

W
alter B

enjam
in G

esam
m

elte Schriften B
d. Ⅱ

・1, Suhrkam
p, S.188

（『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』、
四
三
頁
）.

36　

G
eorges Sorel, R

éflexions sur la violence, Éditions du Trident, 1987, p.91sqq.

（
今
村
仁
司
・
塚
原
史
訳
『
暴
力
論
（
上
）』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
七
年
、
一
九
四
頁
以
下
）
を
参
照
。

37　

Ibid., p.146sq.

（『
暴
力
論
（
下
）』、
二
〇
〇
七
年
、
六
〇
頁
以
下
）
を
参
照
。

38　

Ibid., p.93

（『
暴
力
論
（
上
）』、
一
九
九
頁
）
を
参
照
。

39　

W
alter B

enjam
in G

esam
m

elte Schriften B
d. Ⅱ

・1, S.193f.
（『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』、
五
〇
頁
以
下
）
を
参
照
。

40　

Ebd., S.195f.

（
同
右
、
五
三
頁
以
下
）
を
参
照
。

41　

G
eorges Sorel, R

éflexions sur la violence, p.23sq.

（『
暴
力
論
（
上
）』、
四
九
頁
以
下
）
を
参
照
。

42　

Ibid., p.29sqq.

（『
暴
力
論
（
上
）』、
六
三
頁
以
下
）
を
参
照
。

43　

C
arl Schm

itt, D
ie politische Theorie des M

ythus, in: Positionen und B
egriffe, 4. A

uflage, D
uncker und H

um
blot, 2014, S.18.

『
現
代
議
会

主
義
の
精
神
史
的
状
況
』
の
第
四
章
で
も
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
ソ
レ
ル
論
を
展
開
し
て
い
る
。C

arl Schm
itt, D

ie geistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlam

entarism
us, S.78ff.

（
樋
口
陽
一
訳
『
現
代
議
会
主
義
の
精
神
史
的
地
位　

他
一
篇
』、
八
九
頁
以
下
）
を
参
照
。
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44　

Ebd., S.20. 

45　
W

alter B
enjam

in G
esam

m
elte Schriften B

d. Ⅱ

・1, S.197f.

（『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』、
五
五
頁
以
下
）
を
参
照
。

46　
Ebd., S.198f.

（
同
右
、
五
七
頁
以
下
）
を
参
照
。

47　

H
annah A

rendt, O
n R

evolution, Penguin B
ooks, 1990, p.20

（
志
水
速
雄
訳
『
革
命
に
つ
い
て
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
二
四
頁
）．

48　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.43f.

（『
政
治
神
学
』、
四
九
頁
以
下
）
を
参
照
。

49　

W
alter B

enjam
in G

esam
m

elte Schriften B
d. Ⅱ

・1, S.199

（『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』、
五
九
頁
）
を
参
照
。

50　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
殺
す
な
」
と
い
う
神
の
「
戒
め
」
が
抑
止
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
神
的
暴
力
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か

説
明
し
て
い
な
い
。Ebd., S.200ff,

（
同
右
、
六
〇
頁
以
下
）
を
参
照
。

51　

Ebd. S.202f.

（
同
右
、
六
四
頁
）

52　

Jan W
erner M

üller, M
yth, law

 and order: Schm
itt and B

enjam
in read reflections on violence, in: H

istory of European Ideas 2 9 （2003

）, 
p.472

を
参
照
。

53　

Ibid., p.466

及
びp.470

を
参
照
。

54　

G
iorgio A

gam
ben, H

om
o Sacer, Edizione integrale1995-2015, Q

uodlibet, 2018, p.82

（
高
桑
和
巳
訳
『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
以
文
社
、
二
〇
〇
三
年
、

一
一
九
頁
）

55　

Ivi., pp.17 sgg. （
同
右
、
七
頁
以
下
）

56　

Ibid., p.83

（
同
右
、
一
二
〇
頁
）
を
参
照
。

57　

W
alter B

enjam
in G

esam
m

elte Schriften B
d. Ⅱ

・1, S.199f.

（『
暴
力
批
判
論
他
十
篇
』、
五
九
頁
以
下
）

58　

C
arl Schm

itt, Politische Theologie, S.21

（『
政
治
神
学
』、
二
三
頁
）

59　

G
iorgio A

gam
ben, H

om
o Sacer, p.31

（『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
以
文
社
、
二
九
頁
）

60　

Vivian Liska, »Eine gew
ichtige Pranke«: W

alter Benjam
in und G

iorgio A
gam

ben zu Erzählung und G
esetz bei K

afka, in Benjam
in-Studien, 

Vol. 3  （2014

）, S. 217-232

を
参
照
。

61　

筆
者
自
身
に
よ
る
解
釈
と
し
て
、「
カ
フ
カ
の
『
審
判
』
か
ら
見
た
相
模
原
殺
傷
事
件
」」『
金
沢
法
学
』
三
六
巻
一
号
が
あ
る
。

62　

G
iorgio A

gam
ben, H

om
o Sacer, p.56

（『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
』
以
文
社
、
七
六
頁
）
を
参
照
。

63　

Ivi., pp.128 sgg.

（
同
右
、
一
九
三
頁
以
下
）
を
参
照
。

64　

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
古
賀
敬
太
『
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
そ
の
時
代
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
九
年
、
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