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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

「経
験
」
概
念

長
澤

麻
子

〈
要
旨
V

ベ

ソ
ヤ

ミ
ソ
は

、
彼
の
時
代

に
顕
著

に
な

っ
て
き

た
近
代

の

「
野
蛮
」

の
ひ
と

つ
と

し
て
、
「経
験

の
貧

困
化

」
を
挙
げ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
第

一
次
世
界
大
戦

に
お

い
て

経
験

さ
れ
た
と
思
わ

れ
て

い
る

こ
と

は
、

こ
と
ご
と

く
偽

り
で
あ
り

、
語
る
に
値
し
な

い
も

の
と
な

っ
て
し

ま

っ
た
と

い
う

。
こ

の
よ
う
な
現
象

は
、
近
代

に
お
け
る

ロ
マ
ー

ソ
お
よ
び

「
情
報
」

と
い
う
伝
達
形
式

の
出
現

に
よ

っ
て
引
き
起

こ
さ

れ
た
、
物
語
と

い
う
伝

承
的
な
形
式

の
衰
退
と
も
関

わ

っ
て

い
る

。
と
い
う

の
も

、
物
語

に
よ

っ
て
伝

え
ら

れ
て
き
た
も

の
が
経
験
だ
か
ら

で
あ

る
。
だ
が

、
ベ

ン
ヤ

ミ
ソ
は

こ

こ
で
失
わ
れ

た
経
験
を
埋
め
合
わ

せ
る
よ
う

な
、
別
の
、
あ
る

い
は
、
〈
真

の
〉
経
験
を
求
め

て
い
る

の
で
は
な

い
。
そ
う

で
は
な
く
、

こ
の
近

代

の

「
野
蛮
」

の
否
定
的
な
側

面
で
あ
る
貧

困
化

し
た
経
験
を

、
徹
底

的
に
廃
棄

す
る
破
壊
的
な

「
野
蛮

」
が
要
請

さ
れ
て

い
る

の

で
あ

る
。
こ
の
ペ
ソ
ヤ
ミ

ソ
に
と

っ
て
肯
定

的
な

「
野
蛮
」
に
よ

っ
て
、
再
び

「
経
験
」

と
し

て
認
識
さ
れ
る

「
歴
史
記
述
」

の
可
能

性
が
開

か
れ

る

こ
と

に
な

る
。

つ
ま
り
、

経
験
を
伝
え
る
物
語

の
技
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
規

模
お
よ
び
量
を
凌
駕
す

る

「
経

験
」
、
す
な
わ
ち

、
近
代

に
お
い
て
質
的

に
変
貌

さ
せ
ら
れ
た

「
経
験
」
を
記
述
す
る
方

法

に
変

え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う

の
で
あ

る
。

こ
の
ベ

ン
ヤ
ミ

ン
の

「
経

験
」
概
念

を
考
察
す

る
際

、
そ

の
変
貌

の
契

機
と
な

る
の
が
、

シ

ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の

脱
境
界

的
な
現
実
認
識

で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
り
、
ベ

ン
ヤ
ミ

ン
は
、
そ
れ

を

一
つ
の
経

験
と
捉

え
る

こ
と

に
よ

り
、
過
去

の
記
憶

の
想
起

で
あ

る
新

し

い
概
念
を
構

想
す
る

の

で
あ
る
。

キ

ー
ワ

ー
ド

ヴ

ァ
ル
タ
ー

・
ベ

ン
ヤ
ミ

ソ

物
語

経
験

の
貧
困
化

シ

ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム

歴
史
記
述
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(1
)

ナ
チ
ス
が
政
権
を
掌
握
し
た
そ

の
年
、
ベ

ソ
ヤ
ミ
ン
は

『経
験
と
貧
困
』
と

い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
彼
は
、
迫
り
く
る

経
済
危
機
と
戦
争
を
見
据
え
な
が
ら
、
近
代
の

「野
蛮
」
の
ひ
と
つ
と
い
え
る

「
経
験
の
貧
困
化
」
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
経
験
と

は
、
ま
ず
第

一
に
、
人
の
口
か
ら
耳

へ
と
伝
え
ら
れ
、
語
ら
れ
る
、
伝
承
的
な

性
格
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第

一
次
世
界
大
戦
が
修
了
し
た
と
き
、

戦
場
か
ら
帰

っ
て
き
た
兵
士
た
ち
が

一
様
に
押
し
黙

っ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
、

彼
ら
に
は
語
る
べ
き
経
験
が
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
が
、
そ
の
よ
う
な
経
験
の

貧
困
化
を
目
に
見
え
て
決
定
づ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る

(HH
bっ
H
蔭
)
。
近
代
的

な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
大
規
模
に
投

入
さ
れ
た
こ
の
戦
争
は
、
確
か
に
、
「陣
地

戦
に
よ
る
戦
略
上
の
経
験
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
よ
る
経
済
上
の
経
験
、
物

量
戦
に
よ
る
身
体
的
な
経
験
、
権

力
者
に
よ
る
倫
理
的
な
経
験
」

(HH
bσ
H癖
)

と
い
う
形
で
、
当
時
の
人

々
に
経
験
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
々
の
間
で

伝
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
経
験
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
偽
り
の
経
験
に
す
ぎ
な

く
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼

の
時
代
に
は
、
「経
験
を
無
理
に
装

っ
た
り
、

あ
る
い
は
ず
る
賢
い
や
り
方
で
手

に
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
十
九
世
紀
の
様

々
な
様
式
や
世
界
観
の
ひ
ど
い
ご
ち
ゃ
混
ぜ
が
非
常
に
鮮
明
に
な

っ
て
き
た
」

(閏

卜Q
脹
)
と
い
う
告
白
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「経
験
の
貧
困
化
」

は
、
そ
の
質
自
体
が
目
減
り
し
て

い
る
こ
と
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を

受
容
す
る
能
力
も
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い

っ

て
、
人

々
は
失
わ
れ
た
経
験
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
ぬ
の
新
し
い
経
験
を
切
望
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
だ
と
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
い
う

(目

卜Q
H◎o
)
。
つ
ま
り
、
彼

は
今
こ
そ
、
近
代
の

「野
蛮
」
な
状
態
を
、
跡
形
も
な
く
清
算
し
、
打
破
す
る

こ
と
の
で
き
る

「野
蛮
」
の
登
場
に
対
し
て
、
期
待
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
こ
で
す

っ
か
り
経
験
を

手
放
し
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
決
定
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
が
常
に
両

義
的
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
経
験
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
た
な
肯

定
的
な
意
味
を
獲
得
す
る
。
と
い
う
の
も
、
経
験
を
手
放
す
こ
と
か
ら
、
そ
の

経
験
を
捉
え
直
す
た
め
の
新
た
な
次
元
を
開
く
可
能
性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
語
ら
れ
る
経
験
は
、
そ
の
貧
困
化
を
契
機
に
、
再
び

「
経
験
」

と
し
て
認
識
さ
れ
る
新
た
な
歴
史
叙
述
の
可
能
性

の
端
緒
と
な
る
の
で
あ
る

(
H

①
⑩
Oo
)
。1

経
験
と
物
語

第

一
次
世
界
大
戦
で
決
定
的
と
な

っ
た

「経
験
の
貧
困
化
」
に
つ
い
て
の
叙

述
箇
所
は
、
『経
験
と
貧
困
』
が
書
か
れ
た
三
年
後
、
『物
語
作
者

・

ニ
コ
ラ

(2
∀

イ

・
レ
ス
コ
フ
の
作
品
に
つ
い
て
の
考
察

』
の
最
初
の
章
に
再
び
現
れ
る
。

こ
の
と
き
、
「経
験
の
貧
困
化
」
は
、
経
験
の
伝
達
可
能
性
の
問
題
と
し
て
捉

え
直
さ
れ
、
伝
達
形
式
の
変
遷
と
い
う
近
代
化
の
現
象
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
19
世
紀
に
は
、
伝
承
の
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

ロ
マ
ー
ン
、
そ

し
て
、
情
報
を
伝
え
る

(そ
の
最
初
の
形
で
あ
る
)
新
聞
と
い
っ
た
伝
達
形
式

の
台
頭
が
、
内
容
を
経
験
と
い
う
源
泉
か
ら
汲
み
上
げ
伝
え
て
い
く
手
段
で
あ

る
物
語

(H鬥
卜
艀
O
)
の
衰
退
を
招
き
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、
経
験
も
貧
困
化
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
物
語
は
、
語
り
手
に
よ

っ
て
直
接
語
り
伝
え
ら
れ

て
い
く
も
の
で
あ
る
。
物
語
る
人
は
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
彼
自
身
の
経
験
、

あ
る
い
は
、
彼
が
か

つ
て
誰
か
に
語

っ
て
も
ら

っ
た
経
験
を
語
る
。
こ
の
語
り

出
さ
れ
た
物
語
が
、
聞
き
手
の
な
か
に
沈
潜
し
、
新
た
に
そ
の
人
の
経
験
と
な

っ
て
い
く

(昌

ら
ら
Q◎
)
。
た
だ
し
、
物
語
が
聞
き
手
の
経
験
と
な

っ
て
い
く
た

め
に
は
、
「今
日
ま
す
ま
す
珍
し
く
な

っ
て
い
る
弛
緩
状
態
を
必
要
と
す
る
」

(HH
蔭
劇
①
)
。
と
い
う
の
も
、
経
験
と

い
う
の
は
、
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
退
屈

を
味
わ

っ
て
い
る
精
神
状
態
の
な
か
で
、熟
成
す
る
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
日
の
人
々
の
目
や
耳
に
入

っ
て
く
る
情
報
の
量
の
多
さ
は
、
そ
の

精
神
を
退
屈
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
状
態
に
お
い
て
は
、

物
語
が
熱
心
に
聞
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
経
験
を
熟
成
さ
せ
、
語
る
、
と
い
う

物
語
の
技
法
も
、
必
然
的
に
失
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
語
の
衰
退
及
び

そ
れ
に
伴
う
経
験
の
貧
困
化
と
い
う
現
象
は
、

20
世
紀
の
初
め
に
は
明
ら
か
に
認
識
し
う
る
も
の
と
な

っ
た
が
、そ
の
端
緒
は
、

近
代
の
始
ま
り
と
と
も
に
あ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
見
な
し
て
い
る
。
ま
ず
、
物

語
の
存
在
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
市
民
社
会
の
台
頭
と
同
時
に
ロ
マ
ー
ソ
と

い
う
伝
達
形
式
が
隆
盛
に
な

っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、

ロ
マ
ー
ソ
が
他
の
散
文
形
式
に
対
し
て
、
そ
し
て
と
り
わ
け
物
語
に
対
し
て
際

立

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
書
物
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
あ

る

(目

癖
虧
bQ
)
。

つ
ま
り
、
ロ
マ
ー
ン
の
作
家
の
伝
達
方
法
は
、
物
語
の
語
り

手
の
よ
う
に
自
分
の
経
験
と
し
て
出
来
事
を
直
接
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
作
家

と
は
切
り
離
さ
れ
た

一
定

の
テ
キ
ス
ト
の
形
を
読
み
手
に
呈
示
す
る
。
そ
こ
で

展
開
さ
れ
る
出
来
事
は
作
家
の
経
験
で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
関
係
の
な
い
、
ひ

と

つ
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
、
読
み
手
は
そ
こ
か
ら
自
分
の
経

験
に
な
る
も
の
を
得
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
ロ
マ
ー
ソ
の
中
心
人
物
の
死
、

あ
る
い
は
、
小
説
の
終
わ
り
と
い
う
比
喩
的
な
死
に
よ

っ
て
、
読
み
手
に
は
「
生

の
意
味
」
を
考
え
る
こ
と
が
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(HH
癖
α
α
)
。

こ
う
し
た
強
要
は
物
語
に
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
物
語
そ
の
も
の
は
語
り

終
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
終
わ
り
を
迎
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
聞
き
手
の

中
に
い
つ
か
再
び
語
ら
れ
る
経
験
と
し
て
、
つ
ま
り
、
聞
き
手
自
身
の
経
験
と

し
て
受
容
さ
れ
、
存
在
し
続
け
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
の
中
で
迎
え
ら

れ
た
人
間
の
死
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
日
常
の
こ
と
と
し
て
目
の
当
た
り
に
す

る
公
的
な
、
も
し
く
は
共
有
さ
れ
る
現
実
の
死
と
同
様
に
、
ひ
と
つ
の
経
験
と

し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
語
の
終
わ
り
は
ロ
マ
ー
ソ
の
よ

う
に
限
界
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
人
々
が
日
常
生
活
の
場
か

ら
離
れ
て
病
院
や
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
死
を
迎
え
る
よ
う
に
な
り
、
死
が
隠
さ
れ

た
も
の
に
な
る
に
つ
れ
、
死
は
19
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
お
け
る
ひ
と

つ

の
決
定
的
な
境
界
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
最
も
公
的
な
経
験
が
人
々
か
ら
遠
ざ

け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
ロ
マ
ー
ン
に
続
い
て
物
語
の
存
在
を
脅
か
す
の
は
、
情
報
と
い
う
最
も

新
し
い
伝
達
形
式
で
あ
る

(目

魔
虧
)
。
当
時
、
急
速
に
普
及
し
つ
つ
あ

っ
た

新
聞
が
そ
の
最
初
の
様
式
で
あ

っ
た
。
こ
の
情
報
の
場
合
、
す
ぐ
に
検
証
可
能

で
あ
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
確
証
し
て
く
れ
る
人
間
を
選
ば
ず
、

誰
で
も
あ
れ
こ
れ
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
理
解
で
き
る

の
が
情
報
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
対
象
も
身
近
な
事
柄
が
中
心
と

な
り
、
情
報
は
そ
の
判
断
の
拠
り
所
と
な
る
。
そ
の
か
わ
り
、
読
者
が
解
釈
す
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る
自
由
の
余
地
は
な
く
な
り
、
物

語
が
持

っ
て
い
た
振
幅
は
失
わ
て
し
ま
う
。

と
い
う
の
も
情
報
は
、
物
語
作
者

が
放
棄
し
て
い
る

「
心
理
的
な
陰
影
」
ま
で

説
明
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
新
聞
の
発
行
部
数
の
膨
大
さ
が
、
〈
自

分
だ
け
が
語
れ
る
V
話
を
簡
単

に
は
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

(一
〇
H
O
)
。
言

い
換
え
る
と
、
そ

こ
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
誰
も
が
知

っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
誰
の
経
験
で
も
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

新
聞
は
、
「
事
件
を
そ
れ
が
読
者

の
経
験
に
関
わ

っ
て
く
る
可
能
性
の
あ
る
領

域
か
ら
遮
断
」
し
、
そ
の
経
験

へ
の
同
化
を
妨
げ

(
H
O
H
O
)
、
人
間
が
外
的

な
事
柄
と
の
関
わ
り
を
減
少
さ
せ

る
の
に

一
役
買

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
失
わ
れ

つ
つ
あ
る
経
験
や
物
語
の
復

権
を
は
か
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な

い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
が
こ
の
衰
退
現
象
の
な
か

に
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
消

え
て
い
く
も
の
の
な
か
に
あ
る
新
し
い
美

(口

醤
卜。
)、
す
な
わ
ち
、
「凋
落

の
ア
ウ
ラ
」

で
あ
る
。
こ
の

「
凋
落
の
ア
ウ

ラ
」
は
社
会
的
な
現
象
を
見
極
め

る
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
の

ア
ウ
ラ
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
何
も
か
も
を
清
算
す
る
破
壊
的
な
、
あ
る
い
は
、

肯
定
的
な

「
野
蛮
」
の
概
念
を
導

入
で
き
る
機
会
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
衰

退
し
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
な
く
な

っ
た
も
の

は
ま
す
ま
す
強
く
、
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
「
こ
の
期
待
が
み
た
さ
れ
る
と
き
、
ま
な
ざ
し
に
は
充
実
し
た
ア
ヴ
ラ
の

経
験
が
与
え
ら
れ
る
」

(H
①
心
①
)
と
い
う
。
そ
の
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
輝
き

の
物
語
の
破
片
を
使

っ
て
、
新
し
く
構
成
さ
れ
る
も
の
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
の

物
語
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
再
構
成
の
可
能
性
を
持

つ
破
片
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
は
、
物

語
の
な
か
に
生
き
続
け
て
い
る
メ
ル
ヘ
ン

(]≦
9、需
げ
Φ
ロ
)
と
年
代
記

(O
罠
oー

ロ
涛
)
を
取
り
上
げ
る
。
『物
語
作
者
』
に
お
い
て
、
メ
ル
ヘ
ン
は
、
神
話
と
い

う
悪
夢
を
追
い
払
う
た
め
の
助
言
者
で
あ
り
、
ま
た
知
恵
と
し
て
神
話
の
世
界

に
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
メ
ル
ヘ
ン
の
知
恵
と
は
、
「神
話
的
世
界
が
振
る
う

暴
力
に
対
し
て
狡
知

(ζ
ωけ)
と
大
胆
さ

(d
び
夐
巨
暮
)
で
立
ち
向
か
う
こ

と
」
(目

艀
㎝
Oo
)
、
つ
ま
り
、
神
話
的
世
界

の
呪
縛
圏
か
ら
知
恵
を
使

っ
て
抜

(3

)

け
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
類
は
、
メ
ル
ヘ
ン
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
き

た
知
恵
を
物
語
ら
れ
る
経
験
の
な
か
に
含
ま
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
年

代
記
、
と
り
わ
け
中
世
の
年
代
記
は
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ソ
が
そ
の
記
述
者
を
歴
史
の

物
語
作
者

((甲OωO
げ
一〇
一Pけω1国
村N蝕
げ
一Φ村
)
と
呼
ん
で
い
る

(昌

嵩
H
)
よ
う
に
、

歴
史
記
述
と
の
接
点
を
呈
す
る
。
こ
の
年
代
記
作
者
は
、
後
世
の
歴
史
家
の
よ

う
に
出
来
事
を
説
明
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
そ
の
か
わ
り
に

「
特
定
の
出
来
事

の
正
確
な
連
鎖
で
は
な
く
偉
大
な
計
り
知
れ
な
い
世
の
成
り
ゆ
き
の
な
か
に
出

来
事
を
ぎ

っ
し
り
埋
め
込
む
と
い
う
方
法
」
(H鬥
ら
釦
bQ
)
で
記
述
す
る
。
と
い

う
の
も
、
人
間
に
と

っ
て
ど
ん
な
に
不
条
理
で
非
合
理
な
こ
と
で
も
、
す
べ
て

が
聖
な
る
神
の
計
画
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
て
、
神
の
意
志
に
叶

っ
た
必
要
な

出
来
事
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
の
年
代
記
作
者

は
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
の
連
鎖
に
因
果
関
係
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、

「世
分
成
り
ゆ
き
」
(HH
ら
α
b。
)
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で

あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の

「
世
の
成
り
ゆ
き
」
を
神
の
も
の
か
ら
自
然

の
も
の
へ
世
俗
化
し
た
形
が
、
物
語
作
者
の
方
法
で
あ
る
。
年
代
記
作
者
の
方

法
で
あ
る

「出
来
事
を
ぎ

っ
し
り
埋
め
込
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
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来
事
を
そ
の
大
き
さ
に
関
係
な
く

、
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
物
語

る
こ
と

(H
①
ゆ
ら
)
で
あ
り
、
神
の
記
憶
を
記
録
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
物
語
に
お
い
て
も
、
い
わ
ば
自
然
に
お
け
る
出
来
事

の
膨
大
な
記
憶

が
要
求
さ
れ
て
い
る

(HH
膳
㎝ω
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
を
土
台
に
し
て
い
る
と

は
い
え
、
そ
の
記
憶
の
計
り
知
れ
な
い
膨
大
さ
は
、
物
語
の
方
法
に
、
運
命
的

な
要
素
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
物
語
に
は
、
神
話

的
世
界
の
支
配
、.
つ
ま
り
、
運
命
的
な

「
必
然
」
か
ら
抜
け
出
す
メ
ル
ヘ
ン
の

知
恵
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
言
い
換
え
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
状

況
と
、
そ
れ
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
認
識
の
方
法
あ
る
い
は
対
処
が
、
物

語
を
形
作

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
物

語
を
記
憶
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
契
機
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、
レ
ス
コ
フ
の
物
語
の
ひ
と

つ
が
取
り
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
元
帥
が
、
旅
の
途
中
で
通
り
が
か

っ
た
町
で
、

彼
を
熱
心
に
家

へ
と
招
き
入
れ
る
人
物
に
出
会
う
。
し
か
し
、
元
帥
は
彼
が
何

者
で
あ
る
の
か
思
い
出
せ
な
い
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
帰
り
際
に
な

っ
て
、

そ
の
家
の
主
人
が
ホ
ル
ン
を
取
り
出
し
た
。
彼
が
吹
く
ホ
ル
ソ
の
音
を
聞
く
や

否
や
、
彼
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
る

「自
然
の
声
」
が
元
帥
の
耳
に
響
い
た
、

と
い
う
の
で
あ
る

(
昌

騒
①
O
h・)

。
こ
れ
は
物
語
の
な
か
に
出
て
く
る

「自
然

の
声
」
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
に
よ
れ
ば
、
経
験
を
語
る
物
語
は
こ
の

「
自
然
の

声
」
(昌

癖
①
O
)
で
も
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
、
レ
ス
コ
フ
の
物
語
の
場
合
は
、

元
帥

の
記
憶
の
底
に
沈
ん
で
は
い
た
が
、
「自
然
の
声
」
に
よ

っ
て
思
い
出
さ

れ
る
べ
き
過
去
の
経
験
が
存
在
し

て
い
る
。
し
か
し
、
同
様
の
意
味
で
、
物
語

が

「自
然
の
声
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
聞
き
手
は
い
っ
た
い
何
を
思
い
起
こ
し

て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
い
う

よ
う
に
、
物
語
が
誰
の
も
の
に
で
も
な
り
得
る
経
験
を
伝
え
ら
れ
る
の
だ
と
し

て
も
、
ま
ず
最
初
は
、
語
り
手
の
記
憶
に
あ
る
経
験
で
あ

っ
て
、
そ
の
経
験
は

聞
き
手
の
記
憶
に
は
存
在
し
な
い
新
し
い
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

あ
え
て
聞
き
手
が
、
語
ら
れ
た
物
語
を
通
じ
て
自
分
の
記
憶
か
ら
何
か
を
思
い

出
す
こ
と
は
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
の
物
語
論
の
矛
盾
は
、

彼
の
考
え
る
経
験
の
概
念
が
、
す
で
に
、
人
々
の
伝
承
に
よ
る
物
語
の
領
域
に

あ
る
経
験
か
ら
越
え
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
ね
ち
、

否
定
さ
れ
る
べ
き
経
験
か
ら
新
た
な
肯
定
的
な
経
験
に
向
か
う
た
め
に
、
記
憶

に
お
け
る
経
験
の
領
域
の
拡
大
と
そ
れ
を
伝
え
る
新
た
な
方
法
が
求
め
ら
れ
て

(4
)

い
る

の
で

あ

る

。

2

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
経
験
か
ら

「
経
験
」

へ

ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
に
よ
る
経
験
領
域
の
拡
大
の
可
能
性
は
、
『
物
語
作
者
』
以
前

に
お
け
る
彼
の
経
験
に
い
た
い
す
る
認
識
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
時
間
的
に

は
遡
る
が
、

一
九
二
九
年
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
は

『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

ヨ
ー

(5
V

ロ
ッ
パ
知
識
人
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト

』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
そ
れ
自
身
を
あ
る
種
の
経
験
と
捉
え
る
観
点
を
示
し
て
い
る
。

シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
、
も
と
も
と
、
狭
義
に
は
ひ
と
つ
の
記
述
法
を
意
味

す
る
。
ア
ソ
ド
レ

・
ブ
ル
ト
ン
の

『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
』
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は

「思
考
の
真
の
機
能
を
示
す
こ
と
を
意
図
す
る
精
神
の
自
動
現
象
」
で

あ

っ
て
、
「あ
ら
ゆ
る
美
学
的
な
意
志
は
道
徳
的
配
慮
の
外
に
あ
り
、
理
性
に

ベ ソヤミンの 「経験」概 念223



(6
)

よ

っ
て
与
え
ら
れ
る
制
御
の
不
在
状
態
に
お
け
る
思
考
の
記
述
」な
の
で
あ
る
。

一
方
、
広
義
で
は
現
実
世
界
に
対
す
る
あ
る
種
の
態
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
以
外
の
人

々
が
現
実
だ
と
思

っ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
に

し
て
み
れ
ば
理
知
の
領
域
で
あ

っ
て
理
・性
が
そ
の
基
準
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ

と
同
時
に
、
こ
の
理
性
的
な
領
域
と
い
う
区
分
の
仕
方
に
は
、
非
理
性
的
な
領

域
が
隣
り
合

っ
て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
二

つ
の
領
域
は
浸
透
し
合

っ
て
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
ま
た
ま
こ

の
時
代
に
支
配
的
な
思
考
法
の
た
め
に
、
そ
の
多
く
の
部
分
が
非
現
実
的
と
呼

ば
れ
見
落
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の

や
り
方
で
は
現
に
あ
る
事
物
と
手
を
切
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
ら
は
現
実
か
ら

遊
離
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
超
現
実
を
見
渡
す
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
限
ら
れ
た
領

域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
る
で
そ
れ
ら
の
境
目
に
い
る
よ
う
に
振
る
舞
う
の
で
あ

る
。こ

の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
破
棄
す
る
の
は
、
ま
ず
、
理
性
と
習
慣
に
よ

っ

て
生
み
出
さ
れ
た

「
も
の
」
の
相
互
的
な
相
違
や
語
と
語
を
結
合
さ
せ
る
場
合

に
生
じ
る
、
齟
齬
を
感
じ
さ
せ
る
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
見
出
さ
れ
る
の

は
、
彼
ら
の
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
く
ま
で
も
現
実
で
あ
る
超
現
実
、
あ
る
い
は
あ

る
種
の
混
沌

へ
の
復
帰
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
「
色
つ
き
の

コ
ッ
プ
に
…
ア
ル

コ
ー
ル
の
扇
子
」
「眠
り
の
美
し
い
細
工
物
」
と
い
っ
た
多

か
れ
少
な
か
れ
論
理
的
に
不
合
理
な
、
そ
し
て
感
覚
に
と

っ
て
は
混
乱
を
ま
ね

く
彼
ら
の
イ
マ
ー
ジ

ュ
は
、
再
び

「
そ
の
奇
妙
さ
の
た
め
に
、
感
覚
的
な
表
現

(7
)

を
生
み
出
し
て
い
る
」
。
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
い
わ

ば
知
的
な
明
白
さ
や
通
常
の
感
覚

の
鋭
敏
さ
と
い
う
性
格
を
表
現
か
ら
な
く
す

こ
と
で
あ

っ
て
、
通
常
の
知
性
や
感
覚
だ
け
で
は
な
い
現
実
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
意
識
に
逆
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の

テ
キ
ス
ト
も
や
は
り
か
た
ち
を
持

っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
ひ

と

つ
の
意
識
の
形
態
を
表
し
て
い
る
。
マ
ル
セ
ル

・
レ
イ
モ
ソ
が
言
う
よ
う
に
、

「精
神
は
ど
ん
な
に
内
面
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
物
語
を
、
体
を
持
ち
名

(8
)

前
を
持

っ
て
い
る
形
式
を
借
り
て
は
じ
め
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
れ

ば
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
成
功
す
る
可
能
性
は
少
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ブ
ル

ト
ン
で
あ
れ
エ
リ

ュ
ア
ー
ル
で
あ
れ
、
彼
ら
の
奥
深
い
記
憶
に
は
ロ
マ
ン
派
や

後
期

ロ
マ
ン
派
の
詩
の
思
い
出
が
ぎ

っ
し
り
つ
ま

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
表
現
と
捉
え
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
個
人
の
言
語
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
し
、
当
然
個
人
の
記
憶
の
限

界
に
ぶ
つ
か

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
が
意
図
し
て
い
な
い
と
し
て
も

(9
)

芸
術
の
領
域
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
限
り

「仮
病

の
試
み
」
(図

G。
。。虧
)
と
い

わ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
結
局
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
あ
る
特
定
の
領
域

に
限
定
し
て
し
ま
う
と
実
は
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
い
え
な
く
な
る
。
確
か

に
、
読
者
に
突
拍
子
も
な
い
と
感
じ
さ
せ
る
彼
ら
の
表
現
は
、
彼
ら
が
乗
り
越

え
よ
う
と
し
た
現
実
が
、
そ
う
簡
単
に
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持

つ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
を
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
は
別
の
状
態

へ
変
貌
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
ひ
と

つ
の
経
験
と
し
て
捉
え
、
特

定
の
領
域
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
境
界
を
も
取
り

除
く
よ
う
な

「経
験
」

へ
移
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
シ

ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
は
ま
す
ま
す
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
な
る
。
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
そ
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の
も
の
の
解
消
で
も
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
言
語
に

お
い
て
そ
の
音
と
イ
メ
ー
ジ
が
精
密
に
う
ま
く
か
み
合

っ
た
と
き
、
そ
れ
は
言

語
そ
の
も

の
と
な
り
意
味
を
寄
せ

つ
け
な
く
な
る
、
と
い
う

(一H
卜○
ゆ
刈
)
。
そ

の
よ
う
な
言
語
は
、
意
味
よ
り
も
詩
人
よ
り
も
自
我
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
言
語
は
、
夢
や
陶
酔
状
態
と
い
っ
た

自
我
あ
る
い
は
意
識
に
よ

っ
て
制
御
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
生
じ
る
の
で
、
個
人

的
な
存
在
の
地
平
で
世
界
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
意
識
と
は
相
容
れ
な
い
。
反

対
に
、
そ
こ
で
は
自
我
の
ぐ
ら
つ
き
が
経
験
さ
れ
る
。
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
よ

う
に
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
文
学
を
企
て
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
ぐ

ら
つ
き
を
引
き
起
こ
す
あ
る
種
の
経
験
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
に
よ
る
宣
言
や
記
録
に
使
わ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
そ
の
も

の
で
あ
る
言
語
は
そ
の
経
験
に
あ
た
る
。
確
か
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
作
品

に
よ

っ
て
は
伝
え
き
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の

作
品
が
導

い
て
い
く
先
に
あ
る
言
語
そ
の
も
の
が

「経
験
」
の
表
出
と
な
る
。

そ
こ
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
成
功

の
危
ぶ
ま
れ
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お
け

る
新
し
い

「経
験
」
の
可
能
性
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ナ
ジ
ャ
と
ブ
ル
ト
ン
が
パ
リ
の
あ
る
交
差
点
で
出
会
い
、
通
り
を

歩
き
、
い
く
つ
か
の
会
話
を
交
わ
す
と
い
う
出
来
事
に
も
そ
れ
は
現
れ
て
い
る

と
い
う
。
「
私
た
ち
が
も
の
悲
し

い
鉄
道
の
旅
の
途
上

(鉄
道
は
老
朽
化
し
は

じ
め
て
い
る
)
、
大
都
市
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
地
区
の
わ
び
し
い
日
曜
の
午
後
、

新
し
い
ア
パ
ー
ト
の
雨
に
濡
れ
た
窓
を
通
し
て
最
初
の

一
瞥
で
経
験
し
た
も

の
、
そ
う
し
た
も
の
の
す
べ
て
を
ブ
ル
ト
ン
と
ナ
ジ
ャ
の
カ
ッ
プ
ル
は
、
革
命

的
行
動
と
は
い
か
ぬ
ま
で
も
革
命
的
経
験
の
中
で
、
解
き
放

っ
て
や
る
の
で
あ

る
。
彼
ら
は
そ
う
し
た
事
物
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
た

く気
分
V
の
巨
大
な
力
を

爆
発
に
至
ら
せ
る
」

(HH.bO
㊤
Φ
)
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
二
つ
の
世
界

の
境
を
感
じ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
ほ
ど
時
代
の
色
に
染
ま

っ
て
い
る
た
め
、
通

常
の
現
実
世
界
に
た
い
す
る
補
完
的
あ
る
い
は
補
角
的
な
世
界
の
知
覚
が
妨
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
境
界
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ

る

「
経
験
」
は
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
衝
撃
を
待
た
な
け
れ
ば
、
喪
失
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
す
ら
気
づ
か
れ
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

い
わ
ゆ
る
現
実
と
非
現
実
と
い
う
境
界
そ
の
も
の
を
取
り
除
く

こ
と
に
よ

っ

て
、
超
現
実
の
認
識
を
目
指
す
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
射
程
を
広
げ
、
さ
ら
に
、

現
実
を
限
界
づ
け
る
近
代
の

「野
蛮
」
を
解
消
す
る
た
め
に
、
新
し
い

「野
蛮
」

の
革
命
的
な
力
を
示
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
活
動
は
、
な
る
ほ
ど
確
か
に
あ
る

一
定

の

芸
術
の
領
域
か
ら
始
ま

っ
て
は
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
時
代
の
色
に
染
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
、
芸
術
そ
の
も
の
も
す
で
に
時
代
の
変
化
を
被

っ
た
近
代
の

相
貌
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
芸
術
形
式

の
変
遷
を
叙
述
し

(10
)

た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

『複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
に
あ
る
よ
う
に
、
芸
術
的

生
産
の
対
象

の
比
重
が
複
製
可
能
な
性
格
を
も

つ
芸
術
作
品
に
移

っ
て
い
く

と
、
ど
れ
が
本
物
か
を
問
う
こ
と
が
無
意
味
に
な
り
、
真
正
さ
と
い
う
基
準
が

何
の
役
に
も
立
た
な
く
な
る

(<
HH
G◎
㎝
①h・)
。
こ
の
と
き
芸
術
の
形
式
だ
け
で

な
く
そ
の
社
会
的
機
能
も
大
き
く
変
わ

っ
て
い
る
と
い
う
。
も
と
も
と
儀
式
に

用
い
ら
れ
た
芸
術
作
品
が
、
時
代
が
下

っ
て
美
の
礼
拝
と
い
う
形
に
世
俗
化
し

て
も
、
唯

一
無
二
と
い
う
真
正
さ
は
伝
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
芸
術
は
儀
式
に

基
づ
く
宗
教
的
な
ア
ウ
ラ
を
保

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
技
術
的
複
製
可
能
な
時
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代
に
は
芸
術
か
ら
こ
の
儀
式
的
な
価
値
が
失
わ
れ
、
芸
術
は
儀
式
で
は
な
く
別

の
実
践
で
あ
る
政
治
に
基
づ
く
よ
う
に
な
る

(<
昌

ω
α
『
)
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
政
治
的
な
相
貌
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
芸
術
形
式
と
し
て
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
義
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
現
実
に
対
す
る
ひ
と

つ
の
態
度
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た

、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
理
解
に
し
た
が

っ
て
シ

ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
芸
術

の
領
域

に
と
ど
ま
ら
な
い
と
す
る
場
合
、
「
ラ
デ
ィ
カ

ル
な
精
神
的
自
由
の
表
明
」

(目

ω
O
。。
)
の
た
め
に
は
、
そ
の
自
由
を
獲
得
で

(11
∀

き
る
現
実
の
変
革
を
求
め
る
必
要
も
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
社

会
に
お
け
る
自
由
主
義
及
び
資
本
主
義
と
い
っ
た
当
時
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
現

実
に
、
彼
ら
が
向
き
あ
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
も
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
に
と

っ
て
は
、
ブ
ル
ト
ン
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に

「精

神
解
放
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条

件
と
し
て
人
間
解
放
を
考
慮
す
れ
ば
す
る
ほ

(12
)

ど
、
そ
れ
だ
け
関
心
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
活
動
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
彼
ら
は
人
間
解
放
と
し
て
の
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
に
そ
の
期
待
を
か
け

て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の

芸
術
家
に
鞍
替
え
す
る
こ
と
は
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
通
し
て
得

澄
も
の
を

「資
本
主
義
的
社
会
潰
滅
の
方
向

へ
行
使
す
る
こ
と
を
請
け
合
う
こ

つ
ま
り
、
そ
の
道
筋
を
整

え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

一
線
を
越
え
て
そ

と
」
、

こ
へ
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
境
を
越
え
て
別
の
領
域
に
属

し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
り
、

む
し
ろ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ソ
に
い
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
の
芸
術
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア

の
中
断
の
ほ
う
が
本
質
を

つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

(目

ω
O
㊤
)
。

シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
同
様
に
、見
失
わ
れ
て
い
る
補
完
的
な
経
験
と
し
て
、

偽
り
の
経
験
に
対
す
る

〈真
の
〉
経
験
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
前
世
紀

末
に
現
れ
た

「生
の
哲
学
」
だ
が
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
は
、
彼
ら
が

「
社
会
に
お
け

る
人
間
の
生
活
」
か
ら
出
発
せ
ず
に
、
「
そ
れ
ら
が
引
き
合
い
に
出
し
た
の
は

文
芸
で
あ
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
り
、
と
り
わ
け
神
話
の
時
代
で
あ

っ
た
」
と
こ
ろ
に
彼
ら
と
は
異
な
る
観
点
を
持

っ
て
い
る

(H
①
O
。。
)
。
『ボ
ー

曾
∀

ド
レ
ー
ル
の
い
く

つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
』

の
な
か
で
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン

は
特
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

『
物
質
と
記
憶
』
を
取
り
上
げ
て
そ
の
考
察
を
進
め
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

〈
真
の
〉
経
験
を
、
「文
明
化
し
た

大
衆
の
画

一
的
で
不
自
然
な
生
活
に
沈
殿
す
る
経
験
」
(
剛
①
O
◎。
)
あ
る
い
は

「大
工
業
時
代
の
不
毛
で
眩
惑
的
な
経
験
」
(
一
①
O
㊤
)
に
対
立
さ
せ
、
そ
れ

ら
を
全
く
回
避
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
補
色
的
な
性
格
を
も

つ
経
験
と
し
て
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
描
か
れ
た

一
つ
の
文
学
的

な
試
み
が
プ
ル
ー
ス
ト
の

『失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
で
あ
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

は
見
な
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
プ
ル
ー
ス
ト
が
小
説
の
中
で
記
憶
に
関
し
て
考

察
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ば

「野
蛮
」
な
経
験
を
補
完
す
る
経
験
を
呼
び
起

こ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
幼
年
時
代
に
過
ご

し
た

コ
ン
ブ
レ
ー
の
町
の
記
憶
は
、

マ
ド
レ
ー
ヌ
の
味
と
い
う
外
的
な
も
の
に

よ

っ
て
喚
起
さ
れ
る
ま
で
、
彼
の
意
志
的
な
回
想

(国
二
目
興
茸
αq
)
の
呼
び

か
け
に
応
じ
る
わ
ず
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
か

っ
た

(H
O
一
〇
)
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
ま
で
経
験
と
し
て
語
る
べ
き
過
去
を
求
め
、
そ
れ
を
意
志
の
力
で
喚
起
し

て
い
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
過
ぎ
去

っ
た
も
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の
自
体
は
少
し
も
含
ま
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
わ
れ
わ

れ
の
理
知
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
」
(H
①
H
O
)
し
、

過
去
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
い

っ
て
い
る
。さ
ら
に
、

彼
は
記
憶
に
残

っ
て
い
る
経
験
を
思
い
起

こ
さ
せ
る
事
物
と
出
会
う
か
ど
う
か

は
偶
然
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
そ
れ
ほ
ど
偶
然
な
こ
と

(15
V

で
も
な
い
と
見
て
い
る
。
確
か
に
、
経
験
は
、
あ
る
特
殊
な
外
的
事
物
に
よ

っ

て
喚
起
さ
れ
な
け
れ
ば
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
非
理
知
的
な
領
域
、
も

し
く
は
無
意
識
的
な
層
に
沈
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
経
験

を
得
る
困
難
さ
は
、
近
代
に
お
い
て
、
外
的
な
事
柄
と
関
わ
る
こ
と
で
経
験
を

同
化
す
る
機
会
が
、
偶
然
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
減
少
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ

っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
近
代
の

「
野
蛮
」
な
状
態
そ

の
も
の
が
特
殊
な
外
的
事
物
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

ベ

ソ
ヤ
ミ
ソ
に
よ
れ
ば
、
経
験
は
も
と
も
と
礼
拝
的
な
も
の
の
領
域
に
あ

っ

て
、
「個
人
的
な
過
去
の
あ
る
種

の
内
容
と
集
合
的
な
過
去
の
そ
れ
と
が
記
憶

の
な
か
で
結
合
す
る
」
(H
①
一
一
)
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
宗

教
的
儀
礼
と
い
う
の
は
、
こ
の
記
憶
の
二
つ
の
要
素
を
新
た
に
融
合
さ
せ
、
そ

の
結
果
、
偶
然
性
が
排
除
さ
れ
、
あ
る
決
ま

っ
た
と
き
に
過
去
の
経
験
を
記
憶

か
ら
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ベ
ソ
ヤ

(16
)

ミ

ン
は
想

起

(
国
冒
σq
Φ
号

艮

Φ
ロ
)

と

呼

ん

で

い
る

(
H
①
=

)

。

そ

れ

に
対

し

て

、

人
問

の

日
常

的

な

記

憶

は

、

こ

の

「
経

験

」

と

は
違

っ
て

、

た

と

え

シ

ョ

ッ
ク

と
し

て
個

人

に
与

え
ら

れ

た

も

の
で

あ

っ
て

も

、
繰

り

返

し
思

い
起

こ
す

と

い

っ
た

意

識

の
働

き

に
よ

っ
て
不

安

と

驚

愕

が
鎮

静

化

さ

れ

て

い

て

、
体

験

(
国
二
Φ
σ
Φ
ロ
)

と
呼

ば

れ

て

い

る

(
H
軽
G。
O
)
。

つ
ま

り

、
体

験

は

、

意

識

の
な

か
に
そ
の
占
め
る
位
置
が
定
め
ら
れ
た
、
意
志
に
よ

っ
て
回
想
で
き
る
記
憶
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
シ

ョ
ッ
ク
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
刺
激
と
し
て
存
在
す

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
意
識
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
他
方
、
意
識

は
刺
激
に
対
す
る
防
御
と
し
て
機
能
す
る
の
で
、
意
識
そ
れ
自
体
に
は
記
憶
の

痕
跡
が
全
く
受
容
さ
れ
な
い
、
と
い
う

フ
ロ
イ
ト
の
こ
と
ば
に
し
た
が
え
ば
、

無
意
識
的
記
憶
を
構
成
す
る
も
の
は
、
「は

っ
き
り
と
意
識
を
持

っ
て

〈
体
験

さ
れ
た
〉
の
で
は
な
い
も
の
、
主
に

く
体
験
V
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
は
な

い
も
の
」
(H
①
Hω
)
、
す
な
わ
ち

「経
験
」
で
あ
る
。
通
常
、
記
憶
の
本
質
的

な
機
能
で
あ
る
保
存
の
働
き
は
、
意
識
を
活
躍
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
無
意
識

的
記
憶
が
回
想
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な

「経
験
」
に

値
す
る
記
憶
が
あ
る
こ
と
す
ら
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
を
敢

え
て
思
い
起
こ
す
と
い
う

「
想
起
」
は
、
記
憶
に
た
い
す
る
破
壊
的
な
行
為
な

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
無
意
識
を
利
用
す
る
の
は
、
正
常
な
自
我

を
取
り
戻
す
た
め
で
あ

っ
て
、
結
局
、
無
意
識
は
そ
の
自
我
に
よ

っ
て
制
御
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
い
う

「経
験
」
は
、
無
意
識
的

な
世
界
を
自
我
や
理
性
に
よ

っ
て
制
御
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら

を
、
超
現
実
的
経
験
と
し
て
、
通
常
の
現
実
と
と
も
に
肯
定
的
に
受
容
し
よ
う

と
す
る
。
そ
れ
は
、
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
方
法
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

忘
却
さ
れ
た
個
人
的
か
つ
集
合
的
な
過
去
を

「想
起
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

ベ ンヤミンの 「経験」概 念

 

「か

つ
て
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て
オ
リ

ュ
ム
ボ
ス
の
神

々
が
見
物
し
て
い
た
人

27

類
は
、
い
ま
や
自
分
自
身
を
見
物
す
る
も
の
と
な

っ
た
。
人
類
の
自
己
疎
外
は
、

2



自
分
自
身
の
絶
滅
を
美
的
な
享
楽
と
し
て
体
験
す
る
ほ
ど
に
ま
で
に
な

っ
た
」

(昌

α
O
Q◎
)
と
い
う
近
代

の

「
野
蛮
」
は
、
20
世
紀
の
戦
争
が
、
語
り
う
る
、

あ
る
い
は
語
る
価
値
の
あ
る
経

験
か
ら
人
間
を
遮
断
し
た

こ
と
を
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
技
術
と
そ
れ
に
伴
う
膨
大
な
情
報
処
理
の
た
め
に
、
人

間
は
シ
ョ
ッ
ク
体
験
を
大
量
に
処
理
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
を
訓
練
し
、
そ

の
結
果
、
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
体
験
が
人
間
に
と

っ
て
の
標
準
状
態
と
な
り
、
自
己

を

一
資
源
と
し
て
動
員
で
き
る
ま
で
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
に

お
け
る
量
的
な
変
化
が
、
経
験
の
質
そ
の
も
の
に
変
化
を
引
き
起
こ
し
、
偽
り

の
経
験
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
偽
り
の
体
験
と
い
え
ど
も
、

大
衆
が
技
術
に
身
を
さ
ら
し
て
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
処
理
す
る
術
の
獲
得
は
、
人

類
が
生
き
残
る
た
め
の
知
恵
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
映
画
の
観
衆
が
す
で
に
弛

緩
状
態
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
こ
で

「経
験
」
を
得
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か

(目

α
O
釦
)
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
近
代
的
な
規
模
と
な

っ
た
経
験
は
、
物
語
の
聞
き
手
の
よ
う
に
個
人
の
記
憶
に
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、
大
衆
と
い
う
集
合
的
な
単
位

で
被
る
の
で
あ

っ
て
、
ひ
と
り
の
人
間
が
物

語
れ
る
ほ
ど
の
手
頃
さ
で
は
な
く
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
た
と
え
個
人
が
物
語
れ
る
ほ
ど
の
大
き
さ
で
は
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も

何
か
が

「経
験
」
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
ま
た
そ
れ
が
語
り
え
な
い
無
意
識

的
記
憶
に
属
す
る
と
し
て
も
人
間

の
記
憶
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
過
去
と
し
て
ま

な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

意
味
で
、
ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
的
唯
物
論
者
の
課
題
は
、
現
在
も
ア
ク
チ

ュ
ア

リ
テ
ィ
を
持

つ
。
「わ
れ
わ
れ
の
耳
を
ふ
る
わ
せ
る
声
の
な
か
に
い
ま
で
は
沈

黙
し
て
し
ま

っ
た

こ
だ
ま
が
響

い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
」

(
H

①
㊤
ω
)
と
い
う
問
い
に
は
、
無
意
識
的
記
憶
と
な

っ
た
過
去
の
存
在
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
語
ら
れ
な
く
な

っ
た

「
経
験
」
は
、
思
い
起
こ
し
て
も
ら
う
た

め
に
忘
却
を
装
い
、
次
の
世
代
に
記
憶
と
し
て
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

次
世
代
は
、
忘
却
の
な
か
に
あ
る
記
憶
を
想
起
す
る

「
弱
い
メ
シ
ア
の
力
」

(H

①
。。
㊤
)
、
だ
が
破
壊
的
な
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
語

の
語
り
手
が
語
る
経
験
と
は
異
な
り
、
す
で
に
忘
却
さ
れ
、
も
は
や
そ
の
出
来

事
の
経
験
を
持
た
な
い
と
思

っ
て
い
る
時
に
な

っ
て
か
ら
ー

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

言
葉
を
借
り
れ
ば

「距
離
を
お
い
て
は
じ
め
て
」

(一囲
虧
ω
GQ
)

語
り
出
さ

れ
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ベ
ソ
ヤ
ミ
ン
の

「
歴
史
の
天
使
」
は
、
顔
を
過
去
に
向
け
、
「
わ
れ
わ
れ
に

と

っ
て
は
出
来
事
の
連
鎖
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
を
見
て
い
る
」

(一
①
㊤
刈
)
。
そ
し
て
、
勝
利
者
ま
た
は
支
配
者
の
連
な
る
歴
史
で
は
な
く
忘

れ
ら
れ
た
過
去
の
破
片
、
あ
る
い
は
、
破
片
で
あ
る
が
ゆ
え
に
忘
れ
ら
れ
て
い

る
過
去
を
集
め
、
繋
ぎ
合
わ
せ
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
近
代
の

「
野
蛮
」
の
否

定
的
な
側
面
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
歴
史
の
忘
却
さ
れ
た
領
域
、
あ
る
い
は
、

忘
却
さ
れ
た

「
歴
史
」
は
、
技
術
を
介
し
た
近
代
の

「経
験
」
で
あ
り
、
近
代

の
根
源
的
な
も
の
と
し
て
大
衆
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ソ

は
新
し
い

「
野
蛮
」
で
あ
る
想
起
の
力
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
中
世
の
年
代
記
作
者
の
よ
う
に
、
大
小
の
区
別
な

く
、
過
去
の
断
片
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
集
め
ら
れ
た
過
去
の
断
片
か

ら
、
近
代

の

「経
験
」
と
し
て
の
歴
史
を
記
述
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
集
合
的

な
大
衆
の
記
憶
を
想
起
す
る
作
業
が
、新
た
な
物
語
の
技
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
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)

薯

巴
け臼

しu
Φ
且
㊤
ヨ
ぼ
"
肉
さ

誨
ミ
§
h

§

織
卜
壕§
ミ
」
巨
∪
臼
ω
`
O
Φ
ω僧
旨
日
Φ
犀
Φ

ω
o
冒
陣
①
P

じd
α
.戸

ω
・bQ
H
Q。
h
.

な

お
、
ヴ

ァ
ル
タ
ー

・
ベ

ン
ヤ
ミ

ン
の
著
作
か
ら

の
引

用
は
す

べ
て
以
下

の

全
集

に
よ
る
。

窯
巴
8
「
ud
①
且
9
ヨ
旦

O
Φ
器
ヨ
ヨ
Φ
犀
Φ
ω
o耳
捧
o
P

国
o
罵

崑
⑦
鉱
Φ営
碧

昌
ロ
巳

=
興
8
畧
昌

Qり
o
げ
≦
8
娼
穹
冨

磊
Φ
円
田

Φ
お
]
》
切
き
匹

甲
く
H尸

団
同き

臨
霞
け
9
ヨ

]≦
曽
ぎ

H
O
㊤
H
・

本
論
文

で
は
、
ベ

ソ
ヤ

ミ
ン
の
著

作
か
ら
の
引
用

、
参

照
箇

齎
は
、
本
文
中

に
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
で
示
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
初

出
の
著
作

に
関

し
て
は

、

原
題
と
当
該
箇

所
を
註

に
お

い
て
記
し
て

い
る
。
ま
た

、
ベ

ソ
ヤ
ミ

ソ
の
著

作

の
題
名
は
す

べ
て

『

』
内
に
表
示
し
た
。

芝

巴
汁震

⇔d
g
す
日
巨
"
b
ミ

肉
蒜
昏
魯
鳶
3

切
α
』
尸
ω
.お

Q。
h
●

こ
の
狡
知
は

こ
の
箇
所

に
続

い
て
q
9
興
ヨ
彗

と
も

言
い
換

え
ら
れ
、
O
げ
興
ー

ヨ
暮

と
と
も
に
メ

ル
ヘ
ソ
が
弁
証

法
的
に

冨
巳

を
両
極
化
す

る
と
き

の

一
方

の
極

で
あ

る
。
そ
し

て
、
そ
れ

ら
が
止
揚
さ
れ
た
も

の
が
知
恵

と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
狡
知

が
神

話
的
世
界

の
呪
縛
か

ら
抜
け
出
る
た

め

の
知
恵
を
構
成
す
る
な
ら
ば
、
近
代
的
な

「
理
性
」
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、

ベ

ン
ヤ
ミ

ソ
に
と

っ
て
近
代
は
神

話
の
世
界
を
継
承
し

て
い
る
も
の
な

の
で

[
拙
稿

「
初
期
ベ

ソ
ヤ

ミ
ソ
に
お
け
る

『
野
蛮
』

の
概
念

、
大
阪
大
学
人
間

科
学
部

「
年
報
人
間
科
学
」
第
17
号
、

一
九
九
六
年

、
二
二
四
頁
以
下
参
照
]
、

直
ち

に

へ
ー
ゲ
ル

の

「
理
性

の
狡
知
」

と
は
結
び

つ
か
な

い
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら

の
狡

知

や
大

胆
さ

は

、
『
歴
史

の
概

念

に

つ
い

て

(
d
ぴ
Φ
『.
住
①
昌

ゆ
Φ
ひq
臣
h
匹
Φ
目

O
Φ
ω
o
臣
o
窪
Φ
)』

(】W
山
●H》
ω
・①
Φ
目h
●)

の
な
か

の
第

四
テ
ー
ゼ

(一
①
㊤
虧
)
に
お

い
て
、
階
級
闘
争
を
行
う
人

々
の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
含
ま

れ

て
い
る
精
神
的
な
も
の
と
し
て
も
現
れ
る
。

ベ

ソ
ヤ
ミ

ソ
に
と

っ
て
物

語
が
、
素
朴

に
個
人
的
な
経
験
を
語

る
こ
と
か
ら
、

(
5
)
.

(6

)

(7
)

(8
)

(9
)

(10
)

(
11
)

(12

)

(13

)

(14

)

忘
却
さ
れ

た
記
憶

を
た
ど

る
こ
と
を
意

味
し
て

い
る
こ
と
は
、
彼
の
カ

フ
カ

論

に
お

い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
こ

こ
か
ら
は
じ
め

て
、
物
語
作
者
と
し

て

の
カ

フ
カ
の
技
量
が
理
解
さ
れ

る
。
K
に
対
し

て
他

の
ロ

マ
ー

ソ
の
登
場
人

物
た
ち
は
何

か
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
と
き
に
は
、

そ
れ
が

重
要
な

こ
と

で
あ
れ

、
驚

く
べ
き

こ
と

で
あ
れ

、
彼

ら
は
、
そ
れ
を
何

で
も
な
い

こ
と

の

よ
う

に
、
ま

る
で
K
が
そ

の
こ
と

を
ず

っ
と
以
前
か
ら
す

っ
か
り
知

っ
て
い

る
か

の
よ
う

な
言

い
方
を
す
る

の
で
あ

る
。
あ
た
か
も
そ

こ
に
新
し

い
も

の

な
ど
は
な
く

、
た
だ
主
人
公

に
対

し
て
、
彼
が
忘
れ

て
し

ま

っ
て
い
る
も

の

を
な
ん
と
か

思
い
出
さ
せ
る
と

い
う
要

求
が
、

こ

っ
そ
り

と
出
さ
れ
て

い
る

か

の
よ

う

に

。
」
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し
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           Der Begriff Erfahrung' bei Walter Benjamin 

                       Asako NAGASAWA 

   Benjamin sieht im damaligen grauhaften Mischmasch der Stile und der Weltanschauung" eine 

,Verarmung der Erfahrung' als ein Phdnomen der modernen Barbarei'. Vor allem sei, was die Leute 
wdhrend des ersten Weltkriegs erfahren zu haben scheinen, alles andere als die fiberlieferte Er-

fahrung, und zwar Idgenhaft und nicht wert, zu erzdhlen. Diese Erfahrungsarmut bezieht sich auf den 

Verfall einer die Erfahrung mitteilenden Form der Erzdhlung', der mit dem Auftreten anderer Mit-
teilungsformen wie Roman' oder Jnformation' eingesetzt hat. Aber Benjamin versucht nicht, die ein-

gebfifte Erfahrung durch eine andere oder sogenarmte echte' Erfahrung zu ersetzen, sondern fordert 
die Barbarei', die f& ihn eine positive Seite der modernen Barbarei' darstellt, um die verarmte Er-

fahrung griindlich zu destruieren. Die positive Barbarei' ist also in dem Sinne in Benjamins Denken 

von Relevanz, dag sie eine neue Geschichtsschreibung erm6glicht, die aufs neue als eine Erfahrung' 

gelte. Da die moderne Erfahrung die bisherige Erfahrung im grogen Magstab und quantitativ dber-
trifft, mufl die ehemalige Kunst der Erzdhlung von einer neuen Methode abgel6st werden, mit der 

man die in der modernen Zeit verwandelte Erfahrung' beschreiben kann. Bei der Betrachtung des 

Benjaminschen Begriffs der Erfahrung' spielt auch die surrealistische Erkenntnis eine wichtige Rolle, 

denn der Surrealismus mi8t der Erkenntnis der Wirklichkeit grofle Bedeutung bei, der Erkenntnis, die 

die Grenze zwischen dem verniinftigen Gebiet und dem unvernldnftigen ungMtig macht. Mit dieser sur-

realistischen Erkenntnis formriert Benjamin ein neues Konzept, das der Erinnerung an die Vergangen-

heit dient. 

Schliisselw6rter 

   Walter Benjamin 

   Erzdhlung 

   Erfahrungsarmut 

   Surrealismus 

   Geschichtsschreibung 
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