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ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
の
警
星
?
|
ニ

l
チ
ェ
と
そ
の
父

須

d長

~II 

任

フ
リ

l
ト
リ
ピ
・
ニ

l
チ
ェ
は
生
後
四
歳
九
ヶ
月
の
と
き
、
父
カ
ー
ル
・
ル

l
ド
ヴ
ィ
ヒ
を
亡
く
し
た
。
そ
の
こ
と
が
彼
の
人
格
形

成
や
思
想
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
ラ
え
た
か
|
|
ト
イ
ツ
に
お
い
て
は
と
く
に
九
九
む
年
前
後
以
降
ニ

l
チ
ェ
思
想
に
伝
記
的

な
角
度
か
ら
切
り
込
む
こ
と
が
つ
の
ト
レ
ン
ド
と
な
り
、
未
公
刊
の
次
資
料
も
含
め
て
詳
細
な
資
料
検
討
を
ふ
ま
え
た
研
究
成
呆

が
陸
続
と
発
表
さ
れ
て
い
る
仁
そ
れ
も
、
幼
年
期
少
年
期
の
ニ

l
チ
ェ
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
多
い
。
そ
こ
に
は
従
来
知
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
知
見
が
数
多
く
盛
ら
れ
て
お
り
、
ー
し
父
と
の
関
係
の
制
究
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
小
『
え
も
あ
る
凶
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
伝

記
的
側
究
の
ト
レ
ン
ド
に
梓
さ
す
が
、
新
た
な
資
料
の
発
掃
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い
っ
本
粧
の
意
図
は
あ
く
ま
で
、

ニ
l
チ
ェ
白
身

の
成
し
た
テ
キ
ス
ト
に
某
づ
き
な
が
ら
、
思
惣
家
ニ

l
チ
ェ
が
模
索
す
る
父
息
チ
関
係
の
形
姿
の
有
為
転
変
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と

に
け
ゆ
き
る
。
思
想
家
な
る
が
ゆ
え
の
父
子
関
係
の
課
題
を
ニ

l
チ
ェ
の
思
怨
的
常
為
は
映
し
山
し
て
い
る
。
人
は
誰
し
も
-
肉
親
の
子

供
で
あ
り
、
ま
た
多
か
れ
少
な
か
れ
思
想
家
で
あ
る
《
そ
う
で
あ
る
以
上
、

一l
チ
ェ
が
背
闘
し
た

(
亡
き
)

父
と
の
関
係
も
あ
る
種

の
普
遍
件
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

l 

ニ
l
チ
ェ
に
は
現
実
の
父
と
関
わ
る
時
間
は
わ
ず
か
し
か
ラ
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
父
の
寸
影
響
」
は
、

h
大
な
寸
彩
」



フ

(
ク
ロ
ソ
ウ
ス
キ

l
)
と
な
っ
て
、
息
了
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
を
覆
う
こ
と
と
な
っ
た
。
幼
少
の
頃
の
喪
失
ゆ
え
に
、
ま
た
母
を
は
じ
め
と

す
る
周
り
の
家
族
か
ら
も
促
さ
れ
て
、
息
子
は
と
も
す
れ
ば
父
を
理
想
化
し
、
そ
の
崇
敬
心
を
父
の
一
身
に
向
け
て
発
動
さ
せ
る
方

で
、
「
脳
軟
化
猛
」
が
死
同
と
さ
れ
る
父
か
ら
の

「
遺
伝
」

の
波
及
効
果
に
も
内
心
怯
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
若
く
し
て
領

邦
若
ふ
丁
の
L
J
女
の
家
山
地
教
師
に
抜
擢
さ
れ
、

の
ち
レ

y
ケ
ン
と
い
う
比
較
的
小
さ
な
町
に
あ
り
な
が
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
救
区
の
救

会
付
き
牧
師
と
し
て
活
躍
し
た
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
知
識
階
層
の
一
員
で
あ
っ
た
父
と
の
同
一
化
が
大
き
な
要
閃
と
し
て
働
い
て
い
た
c

息
子
も
ま
た
幼
く
し
て
知
的
才
能
の
優
秀
さ
に
関
し
て
衆

H
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た

L
、
そ
れ
だ
け
に
家
族
は
フ
リ

l
ド
リ
ヒ

が
父
の
跡
を
継
い
で
R
I
職
者
の
道
を
広
む
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
期
待
し
、
ま
た
息
子
の
方
も
父
の
生
前
か
ら
は
や
そ
の
喜
斎
に
人
り

込
ん
で
は
傍
ら
で
書
物
を
好
ん
で
眺
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
若
い
頃
か
ら
ピ
ア
ノ
の
即
興
演
奏
を
得
意
と
し
た
息
子
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
に
は
父
も
ま
た
熟
達
し
て
い
た
c

息
子
が
父
と
同
一
化
す
る
機
縁
は
た
っ
ぷ
り
そ
ろ
っ
て
い
た

η

極
言
す
る
な
ら
、

ニ
l
チ
ェ
の

生
は
父
と
の
同
一
化
を
め
ぐ
る
格
闘
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
ニ

l
チ
ェ
の
残
し
た
文
章
の
う
ち
に
父
力

l
ル
・
ル
l
ド
ヴ
ィ
ヒ
に
対
す
る
一
言
及
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。

百
及
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
自
伝
的
な
文
市
に
見
ら
れ
る
。

ニ
l
チ
ェ
の
白
伝
と
い
え
ば
、
最
晩
年
の

コ
」
の
人
を
兄
よ
』
(
ー
、
八

八
午
秋
執
筆
)

が
な
に
よ
り
有
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
若
年
時
の
一
川
歳
か
ら
一
一
十
歳
過
き
ま
で
彼
は
何
種
類
も
の
「
白
伝
」

を
残
し
て
い
る

η

「
わ
が
生
涯
よ
り
」
と
題
さ
れ
た
同
歳
時
の
も
の
な
ど
、
全
集
版
で
ご

O
頁
に
及
び
、
執
筆
年
齢
を
与
え
る
な
ら
、

か
な
り
の
大
作
と
百
っ
て
よ
い
じ
こ
れ
ら
の

「
口
伝
L

で
父
の
死

(
一
八
同
九
年
七
月
今

O
日
)

(
と
そ
の
干
午
後
の
一
八
五

O
年
一

月
九

H
の
弟
の
化
)
が
日
分
の
そ
の
後
を
変
え
た
人
生
の
大
事
と
し
て
拙
か
れ
て
い
る
の
は
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い

u
L

か
し
、
思
想
家
と
し
て
の
生
揮
を
開
始
し
た
一

-
C代
T
ば
以
降
ニ

l
チ
ェ
は
、
ま
る
で
示
し
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
、
自
伝
の
筆
を
折



る2
0 

一
川
一
歳
の
告
さ
で
パ

l
ゼ
ル
大
学
の
員
外
教
授
と
な
っ
て
以
来
、
上
述
の

主
」
の
人
を
見
よ
ー
の
執
筆
ま
で
、
お
よ
そ
一

0
年
間
ニ

l

チ
ェ
は
父
に
つ
い
て
|
|
書
簡
を
別
と
す
る
な
ら
|
|
ほ
ぽ
完
墜
に
沈
黙
を
守
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
(
公
刊
著
作
で
は
な
く
)
遺
稿
ノ

l

ト
で
ほ
ん
の
数
凶
で
あ
る
に
せ
よ
、
百
及
さ
れ
る
父
の
安
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う

η

本
稿
が
考
d

祭
を
集
中
す
る
の
も
、
五
と
し
て
こ

ニーチ ェとその父

う
し
た
遺
稿
断
片
で
あ
る
《

一
八
七
五
年
夏
に
執
筆
時
期
が
推
『
一
記
さ
れ
て
い
る
遺
稿
ノ

1
ト
で
ニ

l
チ
ェ
は
次
の
よ
う
な
文
一
百
を
吉
き

残
し
て
い
る
U

(

]

〈
一
戸
戸
]

ニ
ム
ス
ド
ル

7
に
い
た
と
き
の
私
、
。
血
金
中
原
で
の
私
の
緑
了
と
米
た
ら
!
け
は
の
ぼ
り
ぬ
c

プ
ラ
ウ
エ
ン
の
小
川
の
ほ
と
り
、

存
の
蝶
た
ち
の
も
と
u

幼
年
期
の
喪
失
を
渋
い
た
ボ

l
プ
レ
ス
n

色
と
り
ど
り
の
蛸
川
ー
を
見
つ
け
た
レ
ソ
ケ
ン
u

方
解
石
と
石
持

ダイモニオンの警山

を
掘
り
出
し
た
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
近
く
っ
誰
も
い
な
い
野
原
に
秋
が
や
っ
て
き
た
プ
フ
ォ
ル
タ
。
祖
父
が
ヘ
ル
テ
ィ
の

寸
な
ん
と
十
サ

せ
な
男
」
を
説
明
し
て
く
れ
た
と
き
の
こ
と
。
ボ
ン
近
郊
で
ヴ
ィ

l
卜
川

(
p
)

が
ラ
イ
ン
川
に
注
き
込
む
と
こ
ろ
で
、
幼
年
時

代
の
感
情
が
今
度
私
に
襲
っ
て
き
た
。
そ
れ
か
ら
ノ
イ
ガ
ッ
セ
に
て
c
そ
こ
で
私
は
常
々
父
の
醤
告
の
戸
を
脆
い
て
い
た
。
ー
ー

ホ
l
ホ
ハ
イ
ム
牧
師
の
家
政
婦
が
話
し
て
く
れ
た
物
語
c

ク
ル
メ
・

7
1
7
ェ
で
は
月
明
か
り
の
巾
ス
ケ
ー
ト
を
し
な
が
ら
、
「
わ

が
辻
琴
の
一

H
の
稼
ぎ
ぷ
ち

L
o
-
-ラ
ヴ
ァ
ヤ
ッ
ク

U

引
川
中
止
中
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
た
同
有
名
に
つ
い
て
は
白
水
利
版
全
集
の
件
解
な
と
を
参
照
い
た
だ
く
と
し

総
括
的
な
こ
と
だ

け
を
一
一
百
す
る
な
ら
、
挙
げ
ら
れ
た
羽
日
は
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
形
で
幸
福
な
幼
年
時
代
の
駒
(
な
い
し
そ
の
再
米
(
ボ
ン
近
郊
の

3 

話
)
)
と
関
連
す
る
。
例
え
ば
、
段
初
の
寸
ニ
ム
ス
ド
ル
ブ
」
。
そ
こ
は
父
の
異
母
兄
弟
が
牧
師
を
し
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
上
述
の
一



4 

凶
歳
時
の
円
伝
で
ニ

l
チ
ェ
は
つ
と
に

ニ
ム
ス
ド
ル
フ
に
滞
在
し
た
際
、
寸
晩
に
月
が
僕
の
ベ
ッ
ド
を
照
ら
し
、
日
の
り
川
で
黄
金
H
H
T

原
が
銀
色
の
輝
き
を
放
ち
、
そ
、
つ
す
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
叔
母
さ
ん
が
「
月
は
の
ぼ
り
ぬ
/
黄
金
色
の
斥
が
き
ら
め
き
わ
た
る
」
な
と
と

高
っ
た
の
を
、
党
え
て
い
る
」
と
記
し
、
「
あ
あ
、
こ
の
と
き
の
こ
と
を
僕
は
決
し
て
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
」

(
F
m
富
)
と
心
情
を
叫

露
し
て
い
る
じ

そ
う
は
い
っ
て
も
、
引
用
さ
れ
た
断
片
は
他
方
で
、
幼
年
時
代
の
喪
失
に
涙
す
る
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
中
純
に
忘
れ

ら
れ
な
い
至
福
の
駒
た
ち
の
記
録
で
は
な
い
っ
幼
年
時
代
の
喪
失
の
目
覚
は
仁
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
口

主
」
の
人
を
見
よ
し

で
は
、
そ
の
こ
と
は
「
じ
胤
げ
て
い
る
ほ
ど
早
い
時
期
、

七
歳
の
と
き
、
わ
た
し
は
す
で
に
、
人
間
の
百
葉
が
決
し
て
わ
た
し
の
も
と

に
は
届
か
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」

(
ぐ
同
日
山
富
)
と
説
明
さ
れ
て
い
る
o

七
成
時
と
は
申
純
に
計
算
す
れ
ば
、

一
八
五
一
午
か
ら

ム
一
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
年
の
一
八
五

O
年
の
春
ニ

l
チ
ェ
は
家
族
(
母
、
妹
、
父
方
の
祖
母
と
一
人
の
お
ば
)
と

も
ど
も
生
ま
れ
故
郷
の
レ
ッ
ケ
ン
か
ら
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
に
移
住
し
、
当
地
の
学
校
に
通
い
始
め
て
い
た
。
級
友
と
の
関
係
が
幼
午
時
代

喪
失
の
向
覚
の
一
附
と
な
っ
た
こ
と
は
想
保
に
か
た
く
な
い
。
級
友
か
ら
は
「
小
さ
な
牧
師
さ
ん
」
と
の
あ
だ
名
を
献
上
さ
れ
、
卜
佼

時
糠
雨
に
襲
わ
れ
て
も
、
校
則
違
反
に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
走
る
こ
と
な
く
ず
ぶ
濡
れ
に
な
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
帰
っ
た
ニ

l

チ
ェ
で
あ
る
。

幼
年
時
代
の
喪
失
を
泣
い
た
場
所
の
「
ボ
l
プ
レ
ス
」
と
は
母
右
の
判
父
母
の
川
休
地
で
あ
る
じ
こ
の
担
父
は
父
と
同
じ
く
牧
師
で

あ
り
、

ヘ
ル
テ
ィ
の
詩
「
な
ん
と
平
せ
な
出
力
L

の
説
明
を
し
て
く
れ
た
の
も
川
じ
祖
父
な
の
だ
が
、
妹
エ
リ

1
ザ
ベ
ト
に
よ
る
と
、
そ

の
「
祖
父
エ

l
ラ
l
は
、
最
年
長
の
係
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
並
は
ず
れ
た
-
人
分
を
辰
初
に
認
め
た
人
で
あ
っ
た
J

息
了
が
他
人

に
わ
ち
解
け
な
い
と
嘆
く
わ
が
娘
に
こ
の
相
父
は
き
つ
い
日
調
で
諭
し
た
。
寸
し
か
し
、
お
，
川
、

お
前
は
あ
の
子
が
も
っ
て
い
る
も
の



を
九
千
然
判
っ
と
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
あ
れ
は
、
わ
し
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
見
た
い
ち
ば
ん
た
だ
な
ら
ぬ
、

い
ち
ば
ん
天
分
の
あ
る
了

だ
ぞ
」
わ
し
の
六
人
の
息
子
を
全
部
合
わ
せ
て
も
、
お
り
削
の

7
リ
ッ
ツ
ほ
と
の
天
分
は
持
っ
と
ら
ん
っ

い
い
か
ら
あ
の
子
を
独
自
な
ま

ま
に
さ
せ
て
お
け
!
」
(
浅
井
真
男
耽
訳
E
・ニ

l
チ
ェ

『主引き一一

l
チ
ェ
」
、
河
川
世
田
房
新
社

八
良
)

九
/¥. 

ニ
l
千
エ
も
ま
た
幼
く
し
て
「
選
ば
れ
て
あ
る
こ
と
の
悦
惚
と
不
安
」
の
志
識
を
抱
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
エ
ピ
ソ

1

ニーチェとその父

ド
で
あ
る
c

周
り
の
人
?
干
社
会
か
ら
の
隔
絶
の
意
識
こ
れ
が
「
幼
午
時
代
の
喪
失
」

の
白
党
の
内
実
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
c

だ
か
ら
逆
に
、
幼
年
時
代
の
幸
悩
も
、
そ
れ
の
喪
失
が
自
覚
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
、
そ
れ
と
し
て
認
定
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
改
め
て
、

長
初
の
引
用
丈
を
見
返
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
想
い
聞
は
大
方
、

仁
歳
以
降
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が

H
に
つ

く
。
幼
年
時
代
喪
失
の
自
覚
以
訓
の
川
米
事
で
あ
る
可
能
性
が
向
い
の
は
、

レ
ッ
ケ
ン
で
の
蛸
午
の
発
見
く
ら
い
で
あ
る
つ
そ
し
て
、

ダイモニオンの警山

幼
年
期
の
喪
失
が
周
り
の
者
た
ち
と
の
疎
隔
の
志
識
だ
と
し
た
ら
、
幼
年
期
(
の
幸
悩
)
そ
れ
自
体
は
人
々
や
世
界
そ
の
も
の
へ
の
没

人
や
一
体
化
の
感
覚
、
と
く
に
白
然
と
の
無
邪
気
な
交
歓
の
経
験
で
あ
ろ
う
。
蛸

T
の
発
見
や
方
解
石
の
発
掘
、
月
明
か
り
の
巾
の
ス

ケ
l
ト
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
事
例
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
引
別
『
え
の
コ
午
後
の
一
八
七
八
年
存
か
ら
夏
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
「
阿

相

uz。ョ。
E
寸
】
冨
」
と
題
さ
れ
た
遺
稿
ノ

l
ト
の
一
節
に
は
、
寸
太
士
円
の
証
人
と
し
て
の
石
」
と
寸
ク
ル
メ
・

7
1
7
ェ
」
で
の
寸
ス
ケ

l

ト
」
の
こ
と
が
「
人
生
の
幸
福
な
日
々
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
つ

(
H
F
J

同
居
[
罰
]
)

だ
が
、
世
界
や
自
然
へ
の
こ
の
同
化
の
感
覚
は
あ
く
ま
で
、
人
間
世
界
か
ら
の
疎
隔
の
口
党
を
前
挺
と
し
、

た
と
え
山
米

T
H休

は
こ
の
自
覚
以
川
の
こ
と
だ
と
し
て
も
)
こ
の
白
覚
の
背
長
の
も
と
で
明
滅
す
る
も
の
な
の
だ
《
そ
の
こ
と
は
と
く
に
、
「
誰
も
い
な

い
野
原
に
秋
が
や
っ
て
き
た
プ
フ
ォ
ル
ダ
L

に
関
し
て
顕
著
で
あ
る
n

プ
ブ
オ
ル
タ
は
一
口
う
ま
で
も
な
く
、

一
八
五
八
年
秋
ニ

l
チ
ェ

5 

が
入
学
し
た
中
l
時
の
寮
制
の
名
門
佼
の
所
在
地
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
寸
秋
」
は
ニ

l
チ
ェ
一
川
歳
以
降
の
こ
と
で
あ
る
が
、



6 

」
れ
は
八
七
八
年
の

寸
同
想
」

で
は
お
そ
ら
く
、
次
の
文
章
に
該
当
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
〉

秋
ー
ー
痛
み
|
|
切
り
株
|
|
虫
取
り
ナ
デ
シ
コ
、

ユ
l
ゼ
ン
ギ
ク
仁
こ
れ
は
ル

l
ヴ
ル
の
火
災
の
誤
報
の
と
き
と
よ
く
似
て
い

る
ー
ー
文
化
の
秋
の
感
覚
。
こ
れ
以
上
深
い
痛
み
は
な
い
の

(
H
t
-
ι
-
国
∞
一
』
]

ル
l
ヴ
ル
の
火
災
の
誤
報
と
は
パ
リ
コ
ミ
ュ

l

ン
時
の
混
乱
に
よ
る
が
、
こ
の
誤
報
に
某
づ
い
て
ニ

l
チ
ェ
と
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
千
を
取
り
ん
け
っ
て
涙
し
た
と
い
う
、
「
伝
説
」

は
有
名
で
あ
る
)

い
わ
ば
世
界
の

「
秋
¥
価
値
あ
る
も
の
の
崩
壊
と
凋
落
。
価
値
の
喪
失
が
痛
感
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
価
値
そ
の
も
の
も
際
す
一
つ
。

価
悼
と
は
今
の
場
合
幼
年
期
で
あ
り
、
幼
年
期
に
お
け
る
世
界
と
の
一
体
化
の
感
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い

「
凶
怨
」
は
こ
の

「
1

止
化
の

秋
の
感
覚
」
に
関
す
る
断
ι草
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
の
意
義
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
c

本
稿
の
テ

l
マ
で
あ
る
父
と

の
関
係
も
、
す
な
わ
ち
、
引
用
文
に
あ
っ
た
「
常
々
父
の
警
告
の
声
を
聴
い
て
い
た
L

「
ノ
イ
ガ
ツ
セ
し
も
、

一
円
こ
の
文
脈
の
も
と

に
置
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ノ
イ
ガ
ソ
セ
と
は
一
人

4
0
年
に
レ

y
ケ
ン
か
ら
引
っ
越
し
し
た
ナ
ウ
ム
プ
ル
ク
の
住
同
が
あ
っ
た
街
の
名
前
で
あ
る
〉
そ
こ
に
一

家
は
一
八
五
六
午
父
方
の
仙
母
の
エ
ル
ト
ム

l
テ
が
死
去
す
る

(
そ
の
り
川
午
、
上
掲
の
ニ
ム
ス
ド
ル
フ
滞
在
に
関
連
し
て
百
及
さ
れ
て

い
た
病
弱
の
叔
母
ア
ウ
ゲ
ス
テ
が
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
)
ま
で
住
ん
で
い
た
c

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
で
最
大
限
六
年
間
ニ

1

チ
ェ
は
「
父
の
警
告
の
声
を
聴
い
て
い
た
し
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
例
の
幼
年
期
喪
失
の
白
覚
後
そ
の
声
を
聴
い
て
い
た
可
能
性
が
高

い
の
こ
の

「
父
の
嘗
告
の
声
」
と
は
何
な
の
か
。
父
は
一
八
四
九
年
の
夏
叫
叫
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が

そ
の

T
午
後
の

弟
ヨ

l
ゼ
フ
の
突
然
の
死
と
も
相
ま
っ
て
)

ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
へ
の
引
っ
越
し
の
展
大
の
要
同
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の

寸蓄
性u



の
戸
」
は
生
身
の
父
の
声
で
は
あ
り
え
な
い
υ

だ
と
す
れ
ば
、

た
と
え
ば
父
の
叱
責
の
戸
の
想
起
な
の
だ
ろ
う
か
の
あ
る
い
は
何
ら
か

の
幻
聴
の
預
い
だ
ろ
う
か
コ
篠
定
的
な
こ
と
は
づ
一
円
え
な
い
っ
碓
定
性
の
欠
如
と
い
え
ば
、
寸
父
の
明
呈
円
」
の
中
身
も
同
様
で
あ
る
。
ニ
ー

チ
ェ
白
身
何
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。

い
や
む
し
ろ
、
警
告
の
何
に
対
し
て
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
引
用
執
筆
時
期
の

ニ
1
チ
ヱ
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
父
」
と
は
「
警
告
の
声
」
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
だ
け
で
|

ニーチェとその父

分
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
《
ま
ず
、
こ
の

の
聴
取
が
、
幼
午
時
代
の
+
十
福
や
そ
の
喪
失
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か

「
醤
告
の
芦
」

を
、
確
認
し
て
お
き
た
い

U

注
目
す
べ
き
は
、
寸
父
の
警
告
の
声
」

へ
の
言
及
が
、

ボ
ン
近
郊
で
の
川
の
合
流
出
…
で
の
幼
年
期
の
感
情
の
再
来
に
続
け
て
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
コ
そ
れ
も
、
「
そ
れ
か
ら
ロ

g
p
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
繋
げ
ら
れ
て
い
る
コ

い
っ
た
い
何
が
「
そ
れ
か
ら
、

ダイモニオンの警山

ノ
イ
ガ
ッ
セ
に
て
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ご
く
素
直
に
、
文
法
的
に
文
章
の
繋
が
り
を
読
む
な
ら
、
「
幼
年
時
代
の
感
情
」
が
「
そ

ノ
イ
ガ
ッ
セ
に
て
」
「
私
に
襲
っ
て
き
[
て
い
]
た
」
と
理
解
さ
れ
よ
、
つ
じ
興
味
深
い
こ
と
に
、

れ
か
ら
、

七
八
年
の

「
凶
怨
」

に
お
い

て
も
こ
れ
ら
、
合
流
点
で
の
こ
と
と
父
の
警
告
の
一
つ
は
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
n

回
[
申
]
七
歳
|
|
幼
年
時
代
の
喪
火
の
感
受
r

し
か
し
、
二

O
歳
の
と
き
ボ
ン
近
郊
で
リ
ッ
ベ
川
す
)

の
合
流
ー
ハ
で
白
分
を
了

供
だ
と
感
じ
た
。
/
国
[
国
]

ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
|
|
父
の
諌
め
る
声

(
H
E
F
国
[
由
]
ヨ
[
国
]
)
(
「
リ
ソ
ベ
川
し
と
は
正
停
に
は
上
に
あ
っ

た
よ
う
に
寸
ヴ
ィ

l
ト
川
」

で
あ
る
つ

そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
「
父
の
警
告
の
声
L

の
聴
取
と
は
ニ

l
チ
ェ
に
と
っ
て
、
幼
年
期
の
幸
福
の
再
現
で
あ
り
回
復
で
あ
る
こ

7 

と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
レ
ッ
ケ
ン
か
ら
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
へ
の
引
っ
越
し
(
今
八
五

O
年
)
が
ニ

l
チ
ェ
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
シ
ヨ
ッ
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キ
ン
グ
で
悲
し
い
山
来
事
と
し
て
少
な
く
と
も
当
初
は
感
じ
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、
必
ず
し
も
即
解
困
難
な
こ
と
で

は
な
い
。
引
っ
越
し
は
息
子
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
に
と
っ
て
は
最
愛
の
父
と
共
有
し
た
想
い
山
を
奪
わ
れ
る
、
丈
一
γ
通
り
の
故
郷
喪
失
の
休

験
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
以
上
、
父
の
声
の
聴
取
と
は
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
息
子
か

h

り
す
る
な
ら
、
今
は
亡
き
父

や
故
郷
と
の
繋
が
り
の

(
時
的
で
幻
相
心
的
な
)

回
復
を
意
味
し
た
に
違
い
な
い
c

た
だ
、
そ
の
父
の
声
が
「
警
告」

や
「
諌
め
」

σ〉

声
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
声
の
聴
取
の
時
点
で
す
で
に
息
子
が
、
世
界
と
の
ぷ
朴
な
体
化
の

「
幼
午
期
し
か
ら
逸
脱
し
た
危
う
い
と

こ
ろ
に
位
置
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
不
唆
す
る
口
そ
の
窓
昧
で
、
「
父
の
警
告
の
声
」

の
度
重
な
る
聴
取
と
は
、
幼
年
期
の
幸
福

と
そ
れ
の
喪
失
を
一
身
に
集
約
し
、
そ
の
幸
細
川
喪
失
を
機
会
あ
る
ご
と
に
、
そ
れ
こ
そ
「
斡
昆
口
」
す
る
事
件
で
あ
っ
た
、

E

F

割、

今
ム
品
川
M

一一l
チ
ェ
は
な
ぜ

-
O代
前
半
か
ら
中
盤
に
な
っ
て
、
「
父
の
耽
己
中
口
の
声
」

の
こ
と
を
想
起
す
る
の
か
c

そ
れ
も
、
想
起
の

時
点
が
八
七
五
年
夏
で
あ
り
八
七
八
汗
春
夏
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
何
か
理
山
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

f

ま
ず
、
最

初
に
挙
げ
た
引
用
主

(
H
J
J
口
[
戸
]
)

が
遺
稿
ノ

1
ト
に
記
さ
れ
て
い
る
場
所
に
注
目
し
た
い
c

と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
や
や
奇
妙
な

箇
所
に
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
J
J
J
J
F

の
ノ

l
ト
は
(
翌
年
八
七
六
年
七
月
刊
行
の
)

F

反
時
代
的
考
察
L

第
四
篇
「
パ

イ
ロ
イ
ト
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
ヴ
ァ

l
グ
ナ

l
」
の

「
下
準
備
」
と
題
さ
れ
、

ほ
と
ん
と
ん
甫
編
が
そ
の
た
め
の
覚
え
存
き
や
草
案
で
坤
め

尽
く
さ
れ
て
い
る
中
、
件
の
幼
年
期
の
追
想
だ
け
が
つ
だ
け
異
物
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
場
違
い
な
文
脈

の
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

「
パ
イ
ロ
イ
ト
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
ヴ
ァ

1
グ
ナ
l
L
は
表
而
卜
の
ヴ
ァ

1
グ
ナ

1
賛
美
の
背
後
で
υ
十
棟
な
批
判
の
欠
を
潜
ま
せ
て
い

る
書
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
υ

実
際
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
後
年
の
ヴ
ァ

l
グ
ナ
l
に
対
す
る
論
難
を
事
実
上
開
始
し
た
書
物
で
も

あ
る
。
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
遺
稿

/
l
ト
で
も
、
幼
年
期
に
関
す
る
引
用
文
の
直
前
に
寸
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
に
は
危
険
な
志
向
が
い
く



つ
も
あ
る
」
と
し
て
「
無
節
操
」
「
者
修
や
賛
沢
へ
の
志
川
」
「
嫉
妬
深
さ
」
「
何
事
も
何
時
解
す
る
如
才
の
な
さ
」
「
欺
附
の
千
純
子
特
」
「
恒

常
的
な
自
己
正
ψ
l
化
」
と
い
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(
H
F
E

屯
ロ
[
出
]
)
」
こ
れ
は
ニ

l
チ
ェ
に
よ
る
明
篠
な
ヴ
ァ

l
グ
ナ
l
批
判

と
し
て
は
、
最
初
期
の
も
の
に
属
す
る
o

M
泣
く
と
も
一
八
七
五
年
夏
以
降
、
ニ

l
チ
ェ
は
か
つ
て
「
天
J
」
と
し
て
崇
め
た
士
山
術
家
ヴ
ァ

l

グ
ナ
l
の
問
題
件
を
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
よ
り
に
も
よ
っ
て
そ
う
し
た
時
期
に
、
幼
年
期
の
平
悩
と
喪
失
の
怨
い

ニーチェとその父

同
が
突
如
と
し
て
出
来
し
た
r

さ
ら
に
訴
を
継
ぐ
な
ら
ば
、
阿
じ
く
幼
午
矧
の
こ
と
な
ど
を
記
し
た
遺
稿
ノ

l
ト
「
凶
忽
L

の
執
筆
は
八
七
八
年
春
夏
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
年
の
初
め
に
は
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
か
ら
「
パ
ル
、
γ
7
ァ
ル
」
の
台
本
を
贈
早
さ
れ
、
川
年
同
月
に
は
逆
に
ニ

l
チ
ェ
か
ら
ヴ
ァ

l

グ
ナ

l
に
可
人
間
的
、
あ
ま
り
に
人
間
的
L

が
献
本
さ
れ
て
、
阿
者
の
修
復
不
可
能
な
ま
で
の
思
想
的
亀
裂
が
明
白
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

ダイモニオンの警山

た
F

そ
し
て
、
こ
の

の
執
筆
が
事
実
上
開
始
さ
れ
た
の
は
八
七
力
作
の
夏
で
あ
っ
た
と
一
口
わ
れ
る
c

要
す
る
に
、
「
父

-人
間
的
'

の
含
告
」
を
合
む
一
一
度
に
わ
た
る
幼
年
期
の
怨
起
は
問
に

『人
間
的
ド

の
執
筆
期
間
を
ち
ょ
う
ど
す
っ
ぽ
り
挟
み
こ
ん
で
い
る
仁
そ
れ

は
ま
た
、

ニ
l
チ
ェ
の
側
か
ら
す
る
な
ら
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
へ
の
疑
念
が
則
瞭
に
窓
坤
同
化
さ
れ
て
つ
い
に
は
決
定
的
決
裂
へ
と
至
る
期

聞
で
も
あ
っ
た
っ
こ
の
間
の
事
情
を
、
も
う
少
し
追
跡
し
て
み
よ
う
。

一
八
七
五
年
夏
パ
イ
ロ
イ
ト
で
は
明
年
に
控
え
た
背
楽
祭
の
創
設
の
た
め
の
準
備
の
一
環
と
し
て
、
ヴ
ァ

l
ゲ
ナ
l
の

『
ニ
l
ベ
ル

ン
ゲ
ン
の
指
輪
'
の
試
演
が
行
わ
れ
、
ニ

1
チ
ェ
も
そ
れ
に
当
然
出
席
す
る
も
の
と
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
た
ち
か
ら
は
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、

体
調
が
思
わ
し
く
な
く
、
参
加
を
断
念
し
、
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
仁
遺
稿

/
l
ト
「
同
ぐ
こ
ど
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ

た
叫
能
性
が
高
い
。
七
月
七
日
、
前
日
か
ら
シ
ユ
タ
イ
ナ
パ

l
ト
と
い
う
町
で
療
養
生
活
に
入
っ
た
ニ

l
チ
ェ
は
、
ヴ
ァ

l
ゲ
ナ
l

9 

夫
人
コ
ジ
マ
か
ら
の
書
簡
で
、
カ
ラ
メ
ル
や
ら
果
物
や
ら
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
パ
什
丈
を
受
け
る
の
だ
が
、
対
IL
困
難
な
事
情
に
あ
っ
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た
た
め
に
、
当
時
親
交
の
あ
っ
た
マ
リ
1
・
パ
ウ
ム
ガ
ル
ト
ナ
l
に
そ
の
仇
『
比
を
回
す

J
T
の
際
彼
は
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ

l
の
了
供
た
ち
、

特
に
当
時
六
歳
の
長
男
ジ

l
ク
フ
リ

l
ト
の
た
め
に
、
自
分
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
「
す
て
き
な
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
」
を
送
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
願
い
を
託
す
(
七
月
一
九
日
付
、

M
・
パ
ウ
ム
ガ
ル
ト
ナ
l
宛
書
簡
)
。

こ
の
子
供
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
自
分
の
幼
年
時
代

の
甘
美
な
駒
々
へ
の
喪
失
の
痛
み
を
伴
っ
た
連
想
を
呼
び
、
そ
れ
が
ヴ
ァ

1
グ
ナ

1
論
執
筆
の
最
中
に
例
の
引
用
文
を
メ
モ
さ
せ
た
可

能
性
も
あ
る
《

の
方
は
、
幼
年
期
の
想
い
出
だ
け
で
な
く
、
近
々
の
出
来
事
な
ど
に
関
す
る
一
百
及
も
多
い
の
だ
が
、

そ
れ
が
い
か
な
る
機
縁
で
執
筆
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
〔

『人
間
的
h

一
方
八
仁
八
年
の
「
同
想
」

の
完
成
に
よ
っ
て
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ
!
と
の
関
係
に
も

'てコ

の
区
切
り
が
つ
い
た
と
の
思
い
が
、
す
な
わ
ち
人
牛
の
一
つ
の
節
目
を
越
え
た
と
の
思
い
が
、
そ
れ
ま
で
の

「
同
想
」

の
数
々
を
喚
起

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
c

実
際
、
そ
の
書
に
対
す
る
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
た
ち
の
反
応
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た

η

同
午
4
月

三

日

ニ

1

チ
ェ
は
ケ
l
ゼ
リ
ッ
ツ
宛
に
書
い
て
い
る
じ
「
パ
イ
ロ
イ
ト
か
ら
そ
れ
[
『
人
間
的
』
]
は
一
種
の
追
放
処
分
を
下
さ
れ
て
い
ま
す
c

し
か

も
、
川
時
に
そ
の
苫
苫
に
対
し
て
も
大
々
的
な
破
門
が
布
告
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
」

「
回
想
」

の
数
々
は
一
八
王
午
の
丈
市
以
上
に
断
片
的
な
性
格
が
強
く
、
ま
る
で
ニ

l
チ
ェ
の
生
の
肉
の
奥
ふ
か
く
に
多
数
ち
り
ば
め

ら
れ
た
痛
が
ゆ
い
嚇
の
泌
き
と
い
っ
た
趣
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
一
八
七
丘
午
が
ワ

l
グ
ナ
ー
と
の
訣
別
の
き
ぎ
は
し
だ
と
す
れ
ば
、

八
七
八
年
は
そ
の

(
応
の
)
完
了
で
あ
る
じ
そ
し
て
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
か
ら
の
こ
の
郁
反
が
、

ニ
1
チ
ェ
の
亡
父
へ
の
関
係
を
も
大

転
換
さ
せ
る
の
で
あ
る
c

と
い
う
の
も
、
離
反
以
前
ヴ
ァ

l
グ
ナ
!
と
亡
父
と
は
な
に
ほ
ど
か
で
あ
れ
、

二

l
チ
ェ
の
子
に
よ
っ
て
同
化
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
コ
寸
父
」
は
ヴ
ァ

l
グ
ナ

l
に
吸
収
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
二
八
六
八
作
秋
ニ

l
チ
ェ
は
ヴ
ァ

l
グ
ナ

l



立
は
来
に
帰
依
す
る
と
と
も
に
白
日
楽
家
本
人
と
も
知
己
に
な
る
機
会
を
得
、
以
降
両
者
の
親
密
度
は
急
速
に
増
大
し
て
ゆ
く
n

そ
の
半
年

後
の
一
八
六
九
年
川
月
ニ

l
チ
ェ
は
パ

l
ゼ
ル
大
学
に
職
を
得
る
の
だ
が
、
こ
の
頃
か
ら
、
同
大
学
に
提
出
し
た
履
歴
斉
な
と
を
除
い

て
、
父
に
言
及
し
た
丈
帝
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
と
く
に
就
職
後
一
年
あ
ま
り
は
、
世
田
簡
に
お
い
で
す
ら
父
を
話
題
に
出
す
こ
と
が
な

い
η

つ
ね
に
「
父
」

の
欠
栴
に
背
悩
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
ニ

1
チ
ェ
が
、

一
1
チ
ヱ
は
ヴ
ァ

l
グ
ナ
l
に
「
父
」
を
、
少
な

で
あ
る

F

ニーチェとその父

く
と
も
「
父
」

の
代
替
を
見
い
だ
し
た
c

ヴ
ァ

l
ゲ
ナ

1
は
亡
父
と
同
じ
一
八
一
三
年
生
ま
れ
で
あ
っ
た
c

こ
の
父
と
ヴ
ァ

l
ゲ
ナ
l

の
同
一
化
が
八
七
七
年
以
降
の
亀
裂
の
進
展
に
よ
っ
て
、
剥
離
し
て
ゆ
く
。
こ
の
剥
離
の
開
始
と
完

f
の
軌
跡
が
、

八
七
五
年
と

八
七
八
年
に
お
け
る
寸
父
の
警
告
す
る
声
」
や
寸
父
の
諌
め
る
よ
ど
の
想
起
と
な
っ
て
現
れ
た
。
ヒ
年
か
ら
最
長
一

O
年
の
問
、
ヴ
ァ

l

グ
ナ
l
は
「
父
」

の
欠
落
を
埋
め
て
く
れ
た
が
、
も
は
や
そ
れ
は
汗
さ
れ
な
い
。

ダイモニオンの警山

「父」

の
「
声
」
は
「
同
想
」
に
お
い
て
「
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
た
c

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
を
一
百
、
つ
仁

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
件
の
重
大
事
に
ぶ
つ
か
る
皮
に
、
白
分
の
な
そ
、
っ
と
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
場

ム
円
つ
ね
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
て
き
た
と
い
う
、
あ
の

一
種
の
「
守
護
諜
L

で
あ
る
。
「
回
想
し
は
こ
の

「
ゲ
イ
モ
ニ
オ
ン
L

の
こ
と

を
記
し
た
す
ぐ
あ
と
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
寸
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
を
内
心
動
か
さ
れ
な
が
ら
読
み
解
説
し
た
コ
[
ク
セ
ノ
ボ
ン
の
]
阿

惣
録
も
う
れ
し
い
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
1

え
献
学
者
た
ち
よ
り
も
よ
く
蝿
解
で
き
る
と
思
う
。
」
(
揖
[
巴
]
)

実
は
、

八
七
八
干
の
夏
学
期
ニ

l
チ
ェ
は
パ

l
ゼ
ル
大
学
の
講
義
に
プ
ラ
ト
ン
の
a

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
そ
の
講
義
ノ

1
ト
は
初
凶
分
(
の
宇
部
分
)
わ
ず
か
一
九
ほ
ど
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い

H
H
U
匂
目
印
回
目
巴
)

が
、
こ
、
っ
し

た
事
情
も
「
父
の
警
告
の
声
し
を
「
ゲ
イ
モ
ニ
オ
ン
し
に
比
定
さ
せ
る
の
に
一
役
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
ち
な
み
に
、
「
阿
想
L

と

11 

い
う
題
名
は
ク
セ
ノ
ポ
ン
の
存

『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
い
山
川
[u
同
忽
]
'
に
由
来
し
て
い
る
。
)
こ
の
比
定
が
ニ

l
チ
ェ
に
と
っ
て
真
牲
の



12 

も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
寸
父
」

の

Z
F」
は

寸
タ
イ
モ
ニ
オ
ン
」

の

寸
警
告
」
と
し
て
、
今
行
っ
て
い
る
こ
と
な
い
し
行
お
、
っ
と

し
て
い
る
こ
と
を
諌
止
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
コ
少
年
時
代
に
も
そ
う
し
た
諌
止
は
繰
り
返
さ
れ
た
に
せ
よ
、
い
ま
の
文
脈
で
一
言
う
な
ら
、

つ
ま
り
、

一
八
七
五

1
七
八
午
に
お
け
る
ニ

l
チ
ェ
か
h

り
す
る
な
ら
、
そ
の
諌
止
の
向
か
う
先
は
な
に
よ
り
、
ヴ
ァ

l
グ
ナ
!
と
の
関

係
で
し
か
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う

η

「
父
」
は
ヴ
ァ

l
グ
ナ
ー
と
の
体
化
か
ら
逃
れ
、

い
ま
や
息
了
に
ヴ
ァ

1
グ
ナ
l
関
係
の
彼
棄
を

迫
る
も
の
と
な
っ
た
c

特
に
、
関
係
の
般
綻
が
後
民
り
で
き
な
く
な
っ
た
七
八
年
の
「
凶
怨
L

の
断
章
は
、
そ
の

「
声
し
が
今
現
在
の

も
の
で
も
あ
り
う
る
よ
う
な
文
体
と
な
っ
て
い
る
ロ
息
壬
が
六
段
か
ら

O
成
過
ぎ
ま
で
耳
に
し
て
い
た
「
父
の
諌
め
る
よ
ど
が
コ

O

代
半
ば
と
な
っ
た
息
子
に
再
度
、
ま
さ
に
人
生
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
地
以
で
今
後
の
行
く
末
に
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
阿
帰
し
て

き
た
、
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
一
同
居
千
に
よ
っ
て
肘
解
釈
さ
れ
た

}j 
で

ヴ
ァ

l
グ
ナ
!
と
の
蜜
月
時
代
の
喪
失
の

痛
み
に
一
波
し
な
が
ら
、

で
あ
る
じ
(
そ
の
と
き
に
は
蛍
月
時
代
が
幼
午
期
の
幸
悩
と
一
重
写
し
に
な
っ
て
い
た
、
だ
ろ
う
じ
)

こ
う
し
て
ヴ
ア

l
グ
ナ
!
と
「
父
L

の
同
化
は
解
消
さ
れ
た
c

と
す
る
と
、

ヴ
ア

1
グ
ナ
ー
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
父
し
は
ど
う
な

る
の
だ
ろ
う
か
っ
ヴ
ァ

l
グ
ナ
!
と
川
化
さ
れ
る
以
前
、
な
か
ん
ず
く
、
息
了
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
失
う
二
十
歳
以
前
に
は
、
亡

父
は
息
子
に
と
っ
て
基
本
的
に
、
息
子
白
身
の
問
中
倣
や
思
慕
の
対
象
で
あ
り
、
同
化
の
対
象
で
あ
っ
た
っ
そ
れ
が
今
や
、
「
父
」
は

そ
の
日
市
属
先
を
奪
わ
れ
た
以
上
、
忌
了
の
h
h
に
舞
い
戻
っ
て
く
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
c

そ
の
と
き
息
了
の
思
想
的
営
為
も
一
部
分
「
父
」

か
ら
の
「
帰
結
」

の
崖
物
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
八
八
凶
作
九
月
一
凶
日
ニ

1
チ
ェ
は
オ

1
ヴ
ァ

1
ベ
ッ
ク
従
に
書
い

た
し
の
最
大
の
危
険
が
存
す
る
」
と
い
う
命
題
は
-
内
今
確
一
祉
一
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
(
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

て
い
る
c

「
他
人
の
苦
し
み
を
過
大
視
す
る
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
た
失
策
で
す
。
幼
年
期
以
来
「
凶
情
に
わ

わ
た
し
の
父
の
並
は
ず
れ
た

性
質
の
悪
し
き
帰
結
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ο

父
を
知
る
人
は
皆
、
父
を
寸
人
間
」
と
い
、
つ
よ
り
は
寸
天
使
」
に
数
え
入
れ
て
い
た
も
の
で



す
の
)
川
伯
に
は
一
さ
ん
さ
ん
ひ
ど
い
日
に
泣
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
で
わ
た
し
が
川
伯
の
一
計
価
を
何
時
論
的
に
大
変
興
味
深
い
形
で
変
更

す
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
し
ょ
う
己

だ
が
、
八
七
八
年
以
降
亡
父
と
の
関
係
で
最
も
重
要
な
素
因
と
な
っ
た
の
は
、
ニ

l
チ
ェ
の
病
気
体
験
で
あ
る
。
若
い
頃
か
ら
桜
々

な
病
気
に
梢
ま
さ
れ
て
い
た
ニ

l
千
ェ
で
は
あ
っ
た
が
、

七
心
年
代
後
半
以
降
病
状
は
す
ぐ
れ
ず
、
と
り
わ
け
八
七
九
ιー
か
ら
八
口

ニーチェとその父

年
に
か
け
て
健
康
状
態
は
最
悪
化
し
た
《
そ
れ
は
後
年

『こ
の
人
を
見
よ
'
で
み
ず
か
ら
「
わ
が
活
力
の
最
低
点
」
と
か
「
わ
が
ミ
一
一

マ
ム
L

(

三
γ

印
同
国
日
)
と
形
科
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
パ

l
ゼ
ル
大
学
を
辞
職
し
た
の
も
七
九
午
の
六
円
で
あ
る
n

失
明
を
心
配
さ
れ

る
ほ
ど
の
限
痛
、
偏
頭
痛
、
恒
吐
な
ど
消
化
椛
宵
の
衰
弱
。
と
し
た
ら
、
三
六
段
で
死
去
し
た
父
の
こ
と
に
思
い
が
馳
せ
ら
れ
な
い

わ
け
が
な
い
コ

八
七
九
年
は
息
子
白
身
も
同
年
齢
に
近
づ
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
「
父
は
線
が
細
く
人
好
き
が

ダイモニオンの警山

し
病
気
が
ち
で
、
ま
る
で
通
過
す
る
こ
と
だ
け
が
『
江
め
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
つ
た
|
|
人
生
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
人
生
の

や
さ
し
い
思
い
出
で
あ
っ
た
。
」

(
H
E
ι
)
父
は
発
病
後
失
明
し
、
激
し
い
背
痛
に
苛
ま
れ
続
け
、

一
年
近
く
の
闘
病
牛
活
の
果
て
に

息
を
引
き
取
っ
た
。
し
か
し
、
息
了
の

h
の
長
悪
の
病
状
は
八
八
二
年
頃
に
な
る
と
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
る

(
あ
く
ま
で
「
あ
る
位

度
」
で
あ
っ
て
、
病
気
は
そ
れ
以
降
も
何
度
と
な
く
ぶ
り
返
す
こ
)
。
寸
父
」
は
乗
り
越
え
ら
れ
た
ー
ー
の
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ば
病
気
の
権
化
と
し
て
の

「
父
」
は
ま
た
、
息
子
の

い
や
、
「
父
」
は
単
純
に
来
り
越
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
い
っ
「
父
」
は
、

う
ち
に
取
り
込
ま
れ
た
、
ま
さ
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
形
で
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
に
精
神
が
閣
に
沈
み
込
む
直
前
の
一
八
八

八
年
一
一

1
チ
ェ
は

の
本
文
を
次
の
よ
、
つ
に
開
始
す
る
c

「
わ
た
し
と
い
う
生
与
の
幸
福
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
無
比

J

こ
の
人
を
見
よ
ド

性
は
そ
の
宿
命
の
う
ち
に
存
し
て
い
る

U

謎
の
形
で
こ
の
宿
命
を
言
い
表
し
て
み
る
な
ら
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
父
と
し
て
は
す
で
に

13 

死
ん
で
お
り
、
わ
た
し
の
母
と
し
て
は
い
ま
だ
生
き
な
が
ら
え
成
を
と
り
つ
づ
け
て
い
る
」
」
(
ヨ
γ
出
回
忌



H 

こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
、
随
分
人
を
喰
っ
た
寸
謎
」

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
事
実
関
係
と
し
て
寸
わ
た
し
の
父
」
は
と
っ
く
に
化

ん
で
い
る
し
、
「
わ
た
し
の
母
」
は
い
ま
だ
健
在
で
あ
る

(
一
人
九
七
年
ま
で
生
き
延
び
る

の
は
平
明
な
事
実
な
の
だ
か
ら
。
↓
一
円
つ

て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
「
謎
」
と
銘
ね
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
謎
」
と
な
る
主
章
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
こ
の

「
謎
」
と
も
見
え
な
い

「謎」

の
解
決
は
と
う
な
る
の
か
じ
「
わ
た
し
の
父
」
と
は
厳
需
に
は
、
実
在
の
父
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

「
わ
た
し
し
に
よ
っ
て
同
一
化
さ
れ
つ
つ
「
わ
た
し
し
の
、
っ
ち
に
取
り
込
ま
れ
た
限
り
の
「
わ
た
し
の
父
し
な
の
で
あ
る
c

な
ぜ
な
ら
、

(
「
わ
た
し
の
父
と
し
て
」
)
「
す
で
に
叫
叫
ん
で
い
る
の
は
」
、
あ
く
ま
で
「
わ
た
し
」
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
口
「
父
」
と
同
一
化
し
た
「
わ

た
し
」
は
死
ん
だ
。
「
父
」
と
は
「
デ
カ
ダ
ン
」

の
、
し
た
が
っ
て
生
命
ル
の
高
貴
な
低
下
の
、
典
型
で
あ
る
コ
「
天
使
」

の
よ
う
な
人

好
き
の
す
る
常
良
さ
ゆ
え
の
取
弱
さ
|
|
「
わ
た
し
」
が
「
父
」
か
ら
受
け
継
い
だ
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

デ
カ
ダ
ン
ス
の
椴
い
も
甘
い

も
味
わ
い
尽
く
し
た
苫
ー
と
し
て
、
「
わ
た
し
」
は
死
ん
だ
じ
「
わ
た
し
の
父
」
と
し
て
の
死
と
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
克
服
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
父
し
と
は
な
に
よ
り
全
身
的
虚
弱
性
の
典
担
で
あ
る
c

ニ
1
チ
ェ
は

『こ
の
人
を
兄
よ
』
で
)
自
分
の
場
合
た
と
え
ば
眼
病
な

ど
が
原
因
と
な
っ
て
全
身
長
弱
が
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
る
こ
と
を
強
制
す
る
の
そ
れ
は
、
病
弱
で
あ
る
こ
と
の
高
貴

な
精
神
併
を
、

つ
ま
り
は
「
父
」
か
ら
の

「
遺
崖
日
遺
伝
」
を
そ
の
も
の
と
し
て
守
護
し
技
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
微
妙
な
ニ
ユ

ア
ン
ス
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
能
力
が
育
ま
れ
た
の
も
こ
の
虚
弱
性
の
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
党
病
の
tn
悶
の
さ
な
か
、
知
性
の
明
澄

は
減
退
す
る
と
こ
ろ
か
、
健
康
時
以
上
に
頭
脳
は
冷
静
に
冴
え
わ
た
っ
て
い
た
し
、
「
我
が
人
件
の
恨
木
的
非
理
性
」
ー
と
い
う
べ
き
「
理

組
主
義
し
に
つ
い
て
考
え
を
改
め
さ
せ
、
理
性
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
の
も
病
気
で
あ
っ
た

Q
E
ι
-
∞
髭
「
回
目
)
c

他
方
、
ヴ
ァ

l

グ
ナ
ー
と
の
関
係
が
風
雲
急
を
告
げ
始
め
た
と
き
、
自
分
を
こ
の
関
係
の
泌
沼
か
ら
「
ゆ
っ
く
り
と
」
解
肢
し
て
く
れ
た
の
も
、
同
じ
、

八
七

C
午
代
後
半
に
お
け
る
発
病
、
寸
わ
た
し
の
父
の
側
か
ら
の
岡
っ
た
遣
崖
で
あ
る
」
寸
天
逝
の
定
め
」

(
H
F
E
-
山
首
酔
)

で
あ
っ



た
と
指
摘
す
る
の
(
ま
さ
に
そ
の
時
期
、
病
気
の
初
期
と
最
悪
化
の
直
前
と
に
、
あ
の
「
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
」
の
「
声
」
が
心
中
世
す
き
波
つ

た
っ
)
三
」
の
よ
う
な
父
を
も
っ
た
こ
と
を
、
わ
た
し
は
大
い
な
る
特
権
と
見
な
し
て
い
る
」
」
(
印
回
目
)

し
か
る
に
八
八
八
年
末
の
ニ

l
チ
ェ
の
自
己
診
断
で
は
、
こ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
は
克
服
さ
れ
(
あ
え
て
一
百
う
な
ら
、
「
揚
棄
」
さ
れ
て

「
ん
い
な
る
健
康
」
が
実
現
さ
れ
た

η

「
父
」
と
の
同
一
化
は
あ
く
ま
で
?
分
に
留
ま
り
、
そ
の
お
か
げ
で

(
受
け
継
ぐ
べ
き
遺
一
庄
は

ニーチェとその父

伴
保
し
な
が
ら
)
今
や
そ
こ
か
ら
脱
川
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
ニ

1
チ
ェ
の
異
様
に
高
拐
し
た
判
断

に
す
ぎ
な
い
u

親
L
J
関
係
と
は
あ
る
意
味
で
、
了
に
と
っ
て
追
い
越
し
不
叫
能
な
関
係
で
あ
る
n

説
か
ら
の

「
影
響
し
が

(
了
の
)
自

己
の
ア
イ
デ
ン
テ
f
テ
ィ
形
成
の
一
要
石
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」
キ
ル
ケ
ゴ

l
ル
の
百
う
よ
う
に
、
自
己
と
は
白
己
関
係
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
親
は
遺
伝
や
そ
の
他
の

「
影
響
」
と
い
う
形
で
、

は
じ
め
か
ら
自
己
の
絞
の
一
部
を
構
成
し
て
お
り
、
そ
の
志
昧
で

ダイモニオンの警山

親
子
関
係
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず

H
己
関
係
で
あ
る
以
卜
、
組
へ
の
関
わ
り
方
の
如
何
が
白
己
関
係
と
し
て
の
口
己
そ
れ
自
身
の
内
実

を
決
『
一
足
せ
ず
に
お
か
な
い
だ
ろ
う
c

息
子
ニ

l
チ
ェ
も
「
父
し
と
の
関
係
に
合
理
化
の
区
切
り
を
付
け
得
た
と
思
っ
た
瞬
間
、
数
週
間
後
に
は
、
「
父
L

の
宿
命
で
あ
っ

た
精
神
の
闘
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
コ
と
は
い
え
、
親
子
関
係
に
な
ん
ら
か
の
様
式
化
を
施
そ
う
と
い
、
つ
寸
欲
胡
ご
は
人
間
誰
し
も

な
に
か
し
ら
感
じ
取
っ
て
い
よ
う
。
ニ

l
チ
ェ
は
思
想
家
と
し
て
の
そ
の
境
、
批
の
最
後
に
、

み
ず
か
ら
の
思
想
の
重
安
な
安
素
で
あ
る

「
病
気
」
I
Y

」
「
佐
山
」
ー
と
い
う
主
題
と
の
相
五
作
凶
に
お
い
て
、
父
子
関
係
を
自
己
関
係
と
し
て
思
怨
的
に
鍛
え
上
げ
変
奏
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

15 
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主

(
1
)

そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
総
副
五

C
C
H
に
も
及
ぶ
以
ト
の
州
究
で
あ
ろ
う
(
た
だ
し
、
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て

分
な
参
照
は
で
き
な
か
っ
た
)
一

Z
2ヨ
吉
コ
』
c
m
Z
印
与
ヨ
正
丹
与
す制使、
p
h
r
L
E
S
E
S
2
2
~ミ
如
、
宗
主
主
2
2
r
h
~〈
w

然、
2
A
F
F
A
F
F己
骨
}

E
E
R
〈

O
E
F
-遣
1
5併
な
お
、
以
卜
ニ

l
チ
ェ
か
ら
の
引
則
は
い
わ
ゆ
る
同
町
田
ジ
£
P
E
r
-
3
3
h
f
同
三
回
R
E
n
t
E
b
s
h雨
量
宮
町
一
骨

(
U
2
1の
円
)
に
お
け
る
慣
用
に
従
っ
て
い
る

υ

(
2
)

円
伝
の
執
詮
と
中
止
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
須
藤
訓
打
ニ

I
チ
工
永
劫
阿
婦
と
い
う
迷
宵
-
(
講
談
朴
、
九
九
九
年
)
第
平
ニ

I

チ
ェ
の
「
始
ま
り
と
を
害
服
。

(
3
)
v
円
本
社
版

『
ニ
l
チ
ェ
全
集
』
第
五
在
(
抗
i
期
)
四
九
九
頁
参
照
た
だ
し
、
ア
ン
リ
凶
刊
の
陥
殺
者
の
名
と
さ
れ
る
最
後
の
「
ラ
ヴ
ァ

ヤ
ッ
ク
」
は
原
稿
の
読
み
か
ら
し
て
不
降
五
で
あ
り
、
ニ

l
チ
ェ
の
百
一
足
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
勺
ま
た
こ
の
遺
稿
断
片
に
つ
い
て
は
、
モ
ン

チ
ナ
リ
が
半
実
関
係
に
つ
い
て

λ

叶
し
い
考
正
を
試
み
て
い
る
に

z
-
S
N
E
C
Z
5
5
2
Z
2
2与
2

百
互
7
2
3
2
2
2
5官ロ

E
3
Pコ

」
釦
甘
口
出

-
2日

E
ω
Z
3
自

己

OHmuOEO-NGFNω
町
、
駒
内

~BGWNo
固
め
己
一

E

Z
何
者
吋
。

E昨
-
一
対
話

(
4
)

な
お
、

J
-
ケ
l
ラ
l
は

a
ニ
l
チ

工

伝

ツ

r
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
秘
密
"
(
古
上
社
、

的
な
考
察
を
試
み
て
い
る
じ

。
。
九
)
第
六
平
で
同
恕
」
に
関
し
て
総
体

(
正
学
術
究
科
教
授
)
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RESUMEE 

Die warnende Slirnrne des Darnonions - 1¥leizsche und sein Valer 

Norihide SUTO 

Nietzsches Vater war konstitutionell gebrechlich und 8tarb als der 

Sohn 5 Jahre a1t war. In diesem Aufsatz versucht der Verfasser aufzuk 

laren， wie Nietzsche als Denker sich Bilder von seinem verstorbenen 

Vater zu machen bernuht war. Seit dem Tod des Vaters hatte Nietzsche 

sich mit ihm identifiziert， bis er im Alter von 24 Jahren Richard Wagner 

im Herbst 1868 begegnete und den Ersatz des verlorenen Vaters in ihm 

fand. Nach 7 Jahren aber in 1875 erinnerte er sich plotzlich "der mahnen-

den Stimme des Vaters“mit anderen kindlichen glucklichen Episoden und 

diese Erinnerun耳、;viederholtesich noch einmal In 1878: der selige Vater 

hatte seinem Sohn als kleinem Kind die warnenden Gehorhalluzinationen (η 
wie sokratisches Damonion gegeben. Zwischen 1875 und 1878 sind Nietz-

sches enge Beziehungen mit Wagner wegen ihrer beiden philosophischen 

Veranderungen zusarrunengebrcニhen.D肥 WiedererVleckungder Stimme des 

Vaters als Damonions gab also dem Sohn das Vorzeichen dieses Zusam 

menbrechens. Dann 1879-1880 litt Nietzsche tief an der schweren Krank-

heit. 1m letzten Jahr seines Lebens als Denkers (1888) wusste er diese 

Krankheit als das erbliche Geschenk seines Vaters zu verstehen: es seien 

der Vater und seine gebrechliche Vornehmheit， die ilm von Wagner befreit 

haben. Es gelang ihm， den Stellenwert des seligen Vaters und seiner 

Vererbung innerhalb der Ganzheit seiner eigenen Philosophie fruchtbringen 

derweise erneut zu best凹lmen.Sofort d田lachaber verfiel er in vVahnsinn 

キーワード.父、 liiJ 化、柄気、凶想、ヴアーゲナー


