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1
　

本
稿
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
一
八
九
二
―
一
九
四
〇
）
の
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』（U

rsprung des deutschen 

T
rauerspiels

）（
一
九
二
五
年
に
成
立
し
一
九
二
八
年
に
出
版
）
の
う
ち
、
と
り
わ
け
第
一
部
「
悲
哀
劇
と
悲
劇
」（T

rauerspiel 

und T
ragödie

）
に
着
目
し
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
を
芸
術
に
つ
い
て
の
理
論
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

ベ
ッ
テ
ィ
ー
ネ
・
メ
ン
ケ
は
『
悲
哀
劇
書
』（D

as T
rauerspiel-Buch

）（
二
〇
一
〇
）
に
お
い
て
、『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』

を
論
じ
た
従
来
の
研
究
は
、
主
に
「
認
識
批
判
的
叙
説
」（Erkenntnistheoretische V

orrede

）
に
焦
点
を
当
て
る
傾
向
が
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る（
１
）。し
か
し
、『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
第
一
部
の
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
悲
哀
劇
と
悲
劇
と
の
対
比

の
背
景
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
芸
術
に
つ
い
て
の
一
つ
の
原
理
的
な
洞
察
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
洞
察
と
は
、
芸

術
と
現
実
の
境
界
、
あ
る
い
は
芸
術
の
限
界
は
死
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
表
す
点
に
お
い

て
、
悲
劇
と
悲
哀
劇
は
対
照
的
な
演
劇
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
つ
の
真
理
を
表
す
二
つ
の
異
な
る
仕
方
に
他

な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

芸
術
と
死―

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
に
お
け
る
悲
哀
劇
と
悲
劇
―

田　

中　
　
　

均

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
悲
劇
、
悲
哀
劇
、
芸
術
と
時
間
、
バ
ロ
ッ
ク
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本
稿
の
第
一
節
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
悲
劇
の
規
定
を
分
析
し
、
そ
こ
で
死
と
い
う
現
象
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ム
リ
ッ
ヒ
『
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
文
学
』
お
よ
び
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の

根
源
』
を
参
照
し
つ
つ
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
劇
に
つ
い
て
概
観
し
、
第
三
節
で
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
悲
哀
劇
の
規
定
に
お
け
る
死
の

意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、
悲
劇
と
死

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
従
来
悲
劇
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
だ
け
を
「
悲
劇
」
と
呼
び
、
そ
れ
以
後
の
も
の
を

「
悲
哀
劇
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
バ
ロ
ッ
ク
劇
を
挙
げ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
劇
を
中
心
に

分
析
し
て
い
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（
一
五
六
四
―
一
六
一
六
）
や
カ
ル
デ
ロ
ン
・
デ
・
ラ
・
バ
ル
カ
（
一
六
〇
〇
―
一
六
八
一
）

な
ど
も
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
悲
劇
論
、
と
り
わ
け
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
（
一
八
四
八
―
一
九
三
〇
）
の
『
悲
劇
的
な
も
の
の
美
学
』

（
一
八
九
七
）
が
、
悲
劇
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
限
定
さ
れ
な
い
普
遍
的
な
現
象
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼

は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
悲
劇
の
誕
生
』（
一
八
七
二
）
が
、
悲
劇
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
点
を
高
く

評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
美
的
現
象
と
し
て
の
み
存
在
と
世
界
と
は
正
当
化
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
有
名
な
テ
ー
ゼ
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
ニ
ー
チ
ェ
の
悲
劇
観
が
唯
美
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
、
ニ
ー
チ
ェ
が
「
道
徳
的
な
論
争
の
領
域
」、
と
り
わ
け

「
悲
劇
的
な
罪
責
と
悲
劇
的
な
贖
罪
」
の
問
題
か
ら
目
を
背
け
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
立
場
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
ら
亜
流
の
理
論
家
た
ち
が
、「
悲
劇
的
な
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罪
責
と
悲
劇
的
な
贖
罪
」
は
い
か
な
る
時
代
に
も
存
在
す
る
現
象
で
あ
り
、
ゆ
え
に
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
悲
劇
は
可
能
で
あ
る

と
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
主
眼
は
、
単
に
悲
劇
に
お
け
る
道
徳
的
問
題
に
着
目
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
歴
史
哲

学
的
」・「
宗
教
哲
学
的
」
に
悲
劇
を
限
定
す
る
こ
と
に
あ
る
（283

（
２
）

）。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、「
芸
術
作
品
」
に
「
道
徳
的
現
象
の
範
例
的
（
模
範
的
）
な
複
製
（exem

plarische 

K
opie m

oralischer Phänom
ene

）」
を
認
め
る
考
え
方
を
否
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
芸
術
作
品
の
道
徳
的
な
意
味

は
登
場
人
物
の
行
為
や
態
度
に
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
般
的
な
命
題
と
し
て
要
約
で
き
る
、
と
い
っ
た
表
層
的
な
態
度
を
批
判
し

て
お
り
、
作
品
は
全
体
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
と
り
わ
け
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

詩
作
さ
れ
た
人
物
（erdichtete Personen

）
は
詩
作
（D

ichtung

）
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
ゴ
ブ
ラ
ン
織

の
主
題
が
織
地
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
詩
作
の
全
体
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
詩
作
か
ら
個
体
と
し
て
取

り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
詩
作
、
さ
ら
に
は
芸
術
一
般
の
人
間
的
形
態
は
、
現
実
の
形
態
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
芸
術
の
う
ち

に
あ
っ
て
、
現
実
の
形
態
で
は
、
様
々
な
観
点
か
ら
見
て
単
に
見
か
け
上
肉
体
が
分
離
（Isorierung

）
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

が
、
こ
の
分
離
は
知
覚
上
は
ま
さ
に
神
と
の
対
面
に
お
け
る
道
徳
的
孤
独
化
（V

ereinsam
ung

）
の
表
現
と
い
う
、
見
せ
か
け

だ
け
で
は
な
い
内
実
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（283f.
）。

こ
の
引
用
に
お
け
る
「
詩
作
」
と
「
現
実
」
と
の
対
比
は
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
文
学
作
品
と
し
て
の
戯
曲
と
、
俳
優
に
よ
る
そ

の
上
演
と
の
対
比
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
こ
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
戯
曲
に
お
い
て
登

場
人
物
は
全
体
に
緊
密
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
内
実
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
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い
。
し
か
し
、
そ
の
登
場
人
物
が
俳
優
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
る
と
、
そ
の
肉
体
が
他
の
肉
体
と
分
離
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
と
対
面

す
る
人
間
の
孤
独
の
表
現
と
い
う
内
実
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
単
独
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
が
神
と
対
面
す
る
と

こ
ろ
に
「
道
徳
的
な
も
の
」
が
存
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
解
釈
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
結
局
、
登
場
人
物
の
行
為
や
態
度
を
作
品
の

道
徳
的
内
容
と
み
な
す
亜
流
の
悲
劇
解
釈
が
、
戯
曲
に
つ
い
て
の
解
釈
か
ら
上
演
に
つ
い
て
の
解
釈
に
移
行
し
た
だ
け
で
、
本
質
的
に

は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
芸
術
と
は
異
な
る
現
実
に
お
け
る
肉
体
と
、
芸
術
に
お
け
る
人
間
的
形
態
（
こ
の
場
合
は
、
戯
曲
に
お
け
る
登

場
人
物
も
、
上
演
に
お
い
て
そ
れ
を
演
じ
る
俳
優
も
、
ど
ち
ら
も
含
め
て
）
と
の
区
別
で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　

さ
き
ほ
ど
の
箇
所
に
続
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
汝
は
決
し
て
肖
像
（Bildnis

）
を
作
っ
て
は
な
ら
な
い
」

―
こ
れ
は
偶
像
崇
拝
の
拒
否
だ
け
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な

い
。
比
較
を
絶
し
た
強
調
に
よ
っ
て
、
肉
体
の
表
現
の
禁
止
は
、〈
人
間
の
道
徳
的
本
質
が
知
覚
可
能
で
あ
る
よ
う
な
領
域
を
写

し
取
る
（abbilden

）
こ
と
が
で
き
る
〉
と
い
う
仮
象
を
防
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
道
徳
的
な
も
の
が
、
有
効
な
意
味

で
（in seinem

 drastischen Sinn

）
生
と
結
び
つ
く
の
は
、
生
が
端
的
な
危
険
の
場
所
で
あ
る
死
の
う
ち
に
あ
る
、
そ
の
よ

う
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
は
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
的
に
―
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
単
独
性

（Einzigkeit

）
と
い
う
点
に
お
い
て
―
関
わ
る
が
、
こ
の
生
は
、
い
か
な
る
芸
術
造
形
の
観
点
か
ら
見
て
も
否
定
的
な
も
の

と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ
う
現
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（284

）。
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こ
こ
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ま
ず
、
旧
約
聖
書
に
お
け
る
偶
像
崇
拝
の
禁
止
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
道
徳
的
な
も
の
の
本
質
を
模
倣
・
再

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
強
調
す
る
（
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
語
る
「
神
」
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
神
々
」
で
は

な
く
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
一
神
教
の
神
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る（
３
））。

そ
し
て
続
く
文
章
で
、
道
徳
的
な
も
の
と
生
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
二
つ
の
否
定
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
、
道
徳
的
な
も
の
と
生
が
結
び
つ
く
の
は
、
端
的
に
は
、
生
が
死
に
直
面
し
て
い
る
局

面
で
あ
る
と
い
う
否
定
性
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
の
存
在
が
消
滅
す
る
死
と
い
う
否
定
的
な
出
来
事
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単

独
的
な
存
在
と
し
て
神
と
い
う
超
越
的
存
在
と
向
き
あ
う
の
で
あ
り
、
こ
の
対
面
こ
そ
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
考
え
る
「
道
徳
的
な
も
の
」

な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
お
け
る
「
道
徳
的
な
も
の
」
と
は
、
一
義
的
に
は
人
間
相
互
の
関
係
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、

単
独
者
と
し
て
の
人
間
と
神
と
の
関
係
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
否
定
性
は
、
道
徳
的
な
も
の
と
生
と
の
結
び
つ
き
は
、

「
い
か
な
る
芸
術
造
形
の
観
点
か
ら
見
て
も
否
定
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
指
摘
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
否
定

性
は
、
前
の
引
用
の
、
芸
術
に
お
け
る
人
間
的
形
態
と
現
実
の
（
つ
ま
り
芸
術
外
の
）
肉
体
と
の
区
別
と
関
連
さ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

　

二
つ
の
引
用
を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
後
者
の
否
定
性
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
芸
術
外
の
現
実
に
お
い
て
は
、

生
は
死
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
な
も
の
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
生
が
自
己
の
単
独
性
に
向
き
合
い
、

神
と
対
面
で
き
る
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
生
身
の
人
間
に
よ
る
演
技
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
登
場
人
物
は
作
品
の
中
で
孤
立
し
た
単
独
的
存
在
で
は
あ
り
え
ず
、
作
品
の
全
体
に
組
み
込
ま
れ
た
一

要
素
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
た
と
え
死
に
直
面
す
る
登
場
人
物
が
描
写
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
と
道
徳
的
な
も
の
と

の
結
び
つ
き
は
「
有
効
な
意
味
で
」
表
現
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
生
と
道
徳
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
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が
表
現
さ
れ
な
い
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
「
否
定
的
に
」
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
解
釈
は
技
巧
的
に
見
え
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
、
芸
術
と
現
実
と
の
境
界
、
あ
る
い
は
芸
術
の
限
界
に
つ
い
て
の
単
純
だ
が
本
質
的
な
あ
る
直
観
に
基
づ

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
に
お
い
て
、
よ
り
限
定
的
に
言
え
ば
、
演
劇
に
お
い
て
、
現
実
の
人
間
の
死
が
起
き
る
こ
と
（
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
死
と
い
う
危
険
に
実
際
に
直
面
す
る
こ
と
）
は
、
事
故
以
外
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
現
実
の
死
（
あ
る

い
は
真
剣
に
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
死
の
危
険
）
が
起
き
る
と
し
た
ら
、
演
劇
、
よ
り
一
般
的
に
は
芸
術
的
表
現
と
い
う
枠
組
み
が
踏
み

越
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る（
４
）。こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
な
も
の
と
生
と
の
結
び
つ
き
は
、
芸
術
に
お
い
て

は
「
否
定
的
」
に
し
か
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
現
実
の
（
つ
ま
り
芸
術
外
の
）
人
間
と
芸
術
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
と
の
差
違
と
い
う
観
点
か
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

叙
述
を
見
て
き
た
が
、
こ
の
点
が
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
部
分
の
後
で
、
彼
が
悲
劇
の
本
質
と
し
て
、
ま
さ
に
、
道
徳
的
な
も
の
と
生

の
結
び
つ
き
、
つ
ま
り
、
死
の
危
険
に
直
面
し
て
自
己
の
単
独
性
に
向
き
合
い
、
神
と
対
面
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

悲
劇
的
詩
作
は
犠
牲
の
観
念
に
基
づ
く
。
し
か
し
悲
劇
的
犠
牲
は
、
そ
の
対
象
が
英
雄
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
他
の
い
か
な

る
犠
牲
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
最
初
の
犠
牲
で
あ
る
と
同
時
に
最
後
の
犠
牲
で
あ
る
。
最
後
と
い
う
の
は
、
贖
罪
の

犠
牲
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
古
い
法
を
守
る
神
々
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
初
と
い
う
の
は
、
代
理
的
行
為
（die 

stellvertretende H
andlung

）
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の
行
為
に
お
い
て
民
族
の
生
（V

olksleben

）
の
新
し
い
内
容
が
告

知
さ
れ
る
（285

）
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英
雄
に
よ
る
「
悲
劇
的
犠
牲
」
と
は
、
一
方
で
は
、
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
神
々
が
守
る
「
古
い
法
」
に
対
し
て
捧
げ
ら
れ
る
最
後
の
犠
牲

で
あ
る
。
こ
の
「
古
い
法
」
と
は
、
人
間
と
神
々
と
の
間
の
神
話
的
な
秩
序
に
他
な
ら
な
い
。
他
方
で
「
悲
劇
的
犠
牲
」
は
、
同
時

に
、
英
雄
に
よ
る
神
々
へ
の
反
抗
が
こ
の
「
古
い
法
」
を
失
効
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
民
族
の
生
の
新
し
い
内
容
」
を
こ
の
民
族

に
先
立
っ
て
告
知
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
新
し
い
内
容
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
神
々
か
ら
の
命
令
で
は
な
く
英
雄
の

生
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
引
用
し
た
箇
所
の
後
の
記
述
を
見
る
と
、
そ
れ
が
「
民
族
共
同
体
」（V

olksgem
einschaft

）
の
言
語

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
よ
う
な
言
語
と
は
、
神
話
的
な
秩
序
の
解
体
を
描
写
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
言
語
、
す
な
わ
ち
、
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
の
言
語
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う（

５
）。

　

こ
う
し
た
記
述
に
よ
っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
は
た
し
て
い
か
な
る
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
作
品
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
は
実
は
判
然

と
し
な
い
。
彼
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
」
三
部
作
と
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
だ
け
に
言
及
し
て
い

る
（
ほ
か
に
は
、
こ
の
箇
所
の
後
で
「
あ
ま
り
に
も
合
理
主
義
的
な
義
務
観
念
」
を
持
つ
点
で
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
に
類
似
し
て

い
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
悲
劇
の
死
に
近
づ
い
て
い
る
作
品
と
し
て
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
に
若
干
言
及
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
）。
そ
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
比
較
的
立
ち
入
っ
て
論
じ
て
い
る
の
は
、「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
」
三
部
作
の
最
後
の
作
品
『
慈

し
み
の
女
神
た
ち
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
即
し
て
「
悲
劇
的
犠
牲
」
に
つ
い
て
再
検
討
し
よ
う
。

　
「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
」
三
部
作
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ト
ロ
イ
戦
争
の
総
大
将
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
が
帰
国
後
に
妻
の
ク
リ
ュ
タ

イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
に
殺
害
さ
れ
た
の
ち
、
息
子
オ
レ
ス
テ
ス
は
父
の
敵
を
討
つ
が
、
母
の
呪
い
を
う
け
て
復
讐
の
女
神
エ
リ
ニ
ュ
ス
た
ち

に
追
跡
さ
れ
狂
乱
す
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
狂
乱
が
す
で
に
死
の
危
険
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（286

）。
し
か
し
オ
レ

ス
テ
ス
は
デ
ル
フ
ォ
イ
神
殿
に
逃
れ
、
ア
テ
ナ
イ
の
法
廷
で
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
を
司
る
女
神
ア
テ
ナ
の
計
ら
い
で
オ
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レ
ス
テ
ス
は
無
罪
を
勝
ち
取
り
、
そ
れ
を
受
け
て
エ
リ
ニ
ュ
ス
も
ア
テ
ナ
イ
を
守
る
「
慈
し
み
の
女
神
た
ち
」
に
変
身
す
る
。

　

オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
神
々
の
支
配
す
る
世
界
の
中
で
復
讐
の
連
鎖
に
巻
き
込
ま
れ
死
の
危
険
に
陥
っ
た
主
人
公
は
、
裁
判
と
い
う
転
機

を
経
て
、
都
市
国
家
に
新
た
な
平
和
を
も
た
ら
す
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
悲
劇
の
こ
う
し
た
構
造
の
う
ち
に
、

「
競
争
」（A

gon

）
の
要
素
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
上
演
が
、
賞
の
獲
得
を
目
指
す
競
争
と
し
て
行
わ
れ
た

こ
と
を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
神
々
と
人
間
と
の
間
の
競
争
を
も
指
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
神
々

に
捧
げ
ら
れ
る
犠
牲
と
さ
れ
た
人
間
が
、
犠
牲
の
刃
か
ら
逃
れ
て
祭
壇
の
周
り
を
走
り
、
最
後
に
祭
壇
に
手
を
か
け
る
な
ら
、
犠
牲
か

ら
聖
な
る
保
護
さ
れ
た
存
在
へ
と
変
容
す
る
と
い
う
伝
承
に
言
及
し
て
い
る（
６
）。

　

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
神
々
が
復
讐
の
連
鎖
を
通
じ
て
人
間
を
支
配
す
る
神
話
的
な
世
界
に
対
し
て
、
裁
判
と
い
う
人
間

的
・
合
理
的
な
制
度
を
対
置
す
る
の
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
主
眼
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
暴
力
批
判
論
」（
一
九
二
〇
）
に
お
い

て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
制
度
に
も
、
神
話
的
な
暴
力
の
い
わ
ば
世
俗
化
さ
れ
た
形
態
を
見
出
し
て

い
る
。
二
〇
世
紀
の
議
会
制
民
主
主
義
は
、
立
法
権
と
執
行
権
が
分
立
し
て
い
る
と
い
う
外
面
を
と
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
警
察
権
力

に
お
い
て
二
つ
の
権
力
が
癒
着
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
絶
対
君
主
制
よ
り
堕
落
し
て
い
る
と
さ
え
論
じ
て
い
る
。

　
『
慈
し
み
の
女
神
た
ち
』
に
お
い
て
、
裁
判
の
評
決
は
有
罪
・
無
罪
が
同
数
で
あ
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
判
定

の
不
可
能
性
（「
証
拠
不
十
分
／
真
偽
不
明
」non liquet

）
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
裁
判
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
も
見
通
し
が

た
い
も
の
、
こ
の
制
度
を
超
え
る
も
の
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
登
場
人
物
と
い
う
単
独
的
な
存
在
の
神
と
の

直
面
と
い
う
「
道
徳
的
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
遡
っ
て
、
芸
術
に
お
い
て
は
道
徳
的
な
も
の
と
生
と
の
結
び
つ
き
は
否
定
的
に
し
か
表
現
さ
れ
な
い
、
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と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
の
テ
ー
ゼ
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、『
慈
し
み
の
女
神
た
ち
』
の
こ
う
し
た
解
釈
は
不
可
能
で
は
な
い
の
か
と

疑
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
悲
劇
に
お
い
て
、
主
人
公
は
、「
本
当
の
意
味
」
で
死
の
危
険
に
直
面
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
単
独

性
や
神
と
の
対
面
は
、
そ
れ
が
現
実
に
お
い
て
生
じ
る
よ
う
に
芸
術
に
お
い
て
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ル
カ
ー
チ
『
魂
と
形
式
』（
一
九
一
一
）
か
ら
引
用
し
た
一
節
、「
悲
劇
の
死
に

ゆ
く
英
雄
た
ち
は
、
彼
ら
が
死
ん
だ
と
き
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
と
っ
く
に
死
ん
で
い
る
の
だ
」（294

）
が
参
考
に
な
る
。
悲
劇

に
お
い
て
登
場
す
る
主
人
公
は
、
戯
曲
に
お
い
て
も
、
ま
た
上
演
に
お
い
て
も
、
真
に
死
に
直
面
す
る
こ
と
は
な
い
。
悲
劇
に
お
い
て

主
人
公
が
死
に
直
面
す
る
状
況
が
描
か
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
、
他
で
も
な
い
、
こ
の
主
人
公
は
「
今
こ
こ
」
に

は
現
実
に
は
存
在
せ
ず
、
死
へ
の
直
面
は
「
今
こ
こ
」
で
は
生
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
主
人
公
の
死
へ
の
直
面
と

い
う
出
来
事
は
、
わ
れ
わ
れ
が
今
こ
こ
で
読
み
、
あ
る
い
は
聞
い
て
い
る
悲
劇
の
言
語
を
可
能
に
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
は
「
今
こ
こ
」
で
は
な
い
、
不
確
か
な
「
か
つ
て
ど
こ
か
」
で
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が

ご
く
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
悲
劇
の
主
人
公
は
、
悲
劇
の
主
人
公
の
不
在
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
今
こ
こ
」

に
は
存
在
せ
ず
、
お
そ
ら
く
は
「
か
つ
て
ど
こ
か
」
に
い
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
あ
り
方
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
以
下
の
引
用
で
述
べ
る
、

悲
劇
的
英
雄
の
「
形
式
」
と
し
て
の
「
死
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

悲
劇
的
英
雄
の
生
は
ま
さ
に
死
の
な
か
か
ら
、
彼
の
最
後
で
は
な
く
彼
の
形
式
で
あ
る
死
の
な
か
か
ら
、
繰
り
広
げ
ら
れ
る

（293

）。

こ
う
し
た
事
態
を
踏
ま
え
る
と
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
主
人
公
の
「
沈
黙
」
を
強
調
す
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
彼
に
よ
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れ
ば
、
悲
劇
の
主
人
公
に
は
、
言
語
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
「
未
成
年
性
」（U

nm
ündigkeit

）
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、

こ
れ
を
、
悲
劇
に
お
い
て
実
際
に
主
人
公
の
台
詞
が
少
な
い
と
い
っ
た
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。

　

む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
悲
劇
の
主
人
公
は
、
作
品
の
う
ち
に
登
場
す
る
と
し
て
も
、
原
理
的
に
不
在
の
存
在

と
し
て
、
不
定
な
過
去
に
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
と
し
て
の
み
登
場
で
き
る
の
だ
か
ら
、
主
人
公
が
発
す
る
言
葉
は
主

人
公
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
。
主
人
公
が
用
い
て
い
る
言
語
は
、
そ
の
後
の
時
代
の
「
民
族
共
同
体
」
が
主
人
公
を
解
釈
す
る
た
め
に

作
り
出
し
た
言
語
で
あ
り
、
こ
の
言
語
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
主
人
公
に
と
っ
て
の
言
語
の
不
在
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、「
悲
し
む
者
た
ち
を
前
に
し
た
演
劇
」
と
し
て
の
悲
哀
劇

　

第
二
節
と
第
三
節
で
は
、「
悲
哀
劇
」
に
お
け
る
、
芸
術
と
現
実
と
の
境
界
、
芸
術
の
限
界
を
画
す
る
も
の
と
し
て
の
死
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
本
節
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
悲
哀
劇
」
と
し
て
中
心
的
に
論
じ
て
い
る
「
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
」、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の

バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
悲
劇
に
つ
い
て
、
ま
ず
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ム
リ
ッ
ヒ
『
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
文
学
』（
一
九
八
一
）
に
基
づ
い

て
概
観
し
、
次
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
悲
哀
劇
を
い
か
に
規
定
し
て
い
る
か
を
見
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
で
扱
っ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
バ
ロ
ッ
ク
劇
の
な
か
で
も
、「
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
文

芸
劇
」
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
あ
る
。
そ
の
世
界
観
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
エ
ム
リ
ッ
ヒ
が
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

演
劇
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
Ｒ
・
ア
レ
ヴ
ィ
ン
の
論
文
「
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
の
精
神
」（
一
九
五
二
）
の
記
述
を
参
照
し
て
い

る
箇
所
を
引
用
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
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彼
〔
ア
レ
ヴ
ィ
ン
〕
は
こ
の
論
文
で
、
バ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
仮
象
と
現
実
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し
、
当
時
は
感
覚
を
超
越
し
た

神
の
彼
岸
的
永
遠
世
界
し
か
現
実
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
感
覚
的
現
世
世
界
は
非
現
実
的
に
し
て
無
常
、
空
虚
に
し
て

虚
偽
に
す
ぎ
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
バ
ロ
ッ
ク
の
時
代
は
、
こ
の
仮
象
の
度
合
い
を
わ
ざ
と

極
限
に
ま
で
強
め
、
豪
華
さ
や
華
美
さ
を
際
限
な
く
強
調
し
、
芝
居
め
い
た
絢
爛
さ
を
こ
れ
で
も
か
と
ば
か
り
展
覧
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
激
し
く
こ
の
世
の
仮
象
に
し
が
み
つ
い
て
も
い
た
。〔
…
〕
彼
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
で
も
な
い
芝
居
め
い
た
仮
象
が

強
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
世
の
す
べ
て
が
仮
象
だ
と
い
う
意
識
が
先
鋭
化
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仮
象
が
仮
象
と
し
て
暴

き
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
７
）。

現
世
は
無
常
で
あ
り
仮
象
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
観
念
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
で
は
劇
中
劇
の
手
法
が
多
用
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、「
こ
の
世
は
芝
居
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
に
基
づ
い
て
、「
仮
装
、
仮
面
、
偽
装
、
混
同
、
中
傷
と
い
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
が
ふ

ん
だ
ん
に
使
わ
れ
」
た
。

　

実
際
、「
シ
ュ
レ
ー
ジ
エ
ン
文
芸
劇
」
の
作
家
に
属
す
る
ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ス
パ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
一
六
三
五

―
一
六
八
三
）
は
悲
哀
劇
『
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ス
ル
タ
ン
』（
一
六
五
三
）
の
「
献
詞
」（
前
書
き
）
で
、「
世
界
全
体
は
舞
台
、
人
間
は

役
者
、
人
間
の
生
は
演
技
、
そ
し
て
天
は
評
価
を
下
す
観
客
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（
８
）。ま

た
彼
は
、
劇
詩
『
ゾ
フ
ォ
ニ
ス
ベ
』（
一

六
八
〇
）
の
献
辞
で
、「
宮
廷
を
す
み
か
と
す
る
人
々
の
生
活
ほ
ど
芝
居
や
舞
台
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
劇
場
と

し
て
の
世
界
の
範
例
と
し
て
宮
廷
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
小
説
『
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
』（
一
六
九
〇
）
で
は
、「
人
間
の
生
は
芝
居
に
す

ぎ
ぬ
。
そ
こ
で
は
、
登
場
す
る
人
物
は
次
々
変
わ
る
が
、
劇
は
単
調
な
繰
り
返
し
で
あ
り
、
終
わ
れ
ば
ま
た
最
初
か
ら
は
じ
ま
る
」
と
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述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
エ
ム
リ
ッ
ヒ
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
こ
の
世
界
演
劇
で
は
も
と
よ
り
個
人
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
、「
個

性
よ
り
も
劇
の
方
が
先
行
し
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

人
間
自
身
は
、
こ
の
世
界
演
劇
の
中
で
、
い
わ
ば
神
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
役
割
、
ロ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば

「
神
意
」（V

erhängnis

）
と
「
摂
理
」（V

orsehung

）
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
役
割
を
演
じ
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
に
残
さ
れ
た

自
由
は
、
理
性
、
美
徳
、
向
上
心
、
敬
虔
な
生
き
方
を
通
し
て
こ
の
役
割
を
演
じ
き
る
か
、
あ
る
い
は
悪
徳
や
情
熱
や
衝
動
に
屈

し
、
仮
象
や
感
覚
の
誘
惑
に
負
け
る
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い（
９
）。

ゆ
え
に
バ
ロ
ッ
ク
悲
哀
劇
の
代
表
的
な
主
人
公
は
、
美
徳
を
体
現
す
る
殉
教
者
と
、
そ
の
反
対
に
、
現
世
の
仮
象
の
力
に
従
属
す
る
暴

君
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
描
写
を
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
実
例
に
即
し
て
理
解
す
る
た
め
に
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
グ
リ
ュ
ー
フ
ィ
ウ
ス
（
一
六
一

六
―
六
四
）
の
『
グ
ル
ジ
ア
の
カ
タ
リ
ー
ナ
、
あ
る
い
は
守
ら
れ
た
恒
常
心
』（Catharina von Georgien oder Bew

ehrete 

Beständigkeit

）（
一
六
五
七
）
の
概
要
を
見
て
お
こ
う
）
（（
（
。

　

グ
ル
ジ
ア
の
女
王
カ
タ
リ
ー
ナ
は
ペ
ル
シ
ア
王
ア
バ
ス
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
ア
バ
ス
は
カ
タ
リ
ー
ナ
に
求
愛
す
る
が
こ
れ
を
カ
タ

リ
ー
ナ
は
退
け
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
殉
教
へ
の
願
望
を
強
く
示
す
。
ロ
シ
ア
の
使
節
が
ア
バ
ス
に
対
し
て
カ
タ
リ
ー
ナ
の
解
放

を
求
め
る
と
、
カ
タ
リ
ー
ナ
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
た
ア
バ
ス
は
カ
タ
リ
ー
ナ
を
拷
問
の
末
に
処
刑
し
て
し
ま
う
（
ア
バ
ス
は
こ
れ
を
後

悔
し
、
処
刑
を
実
行
し
た
廷
臣
も
ま
た
処
刑
す
る
）。
ア
バ
ス
の
も
と
に
現
れ
た
カ
タ
リ
ー
ナ
の
霊
は
、
ア
バ
ス
が
破
滅
す
る
こ
と
を

告
知
す
る
。
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暴
君
で
あ
る
ア
バ
ス
が
現
世
の
仮
象
に
と
ら
わ
れ
情
欲
に
翻
弄
さ
れ
る
一
方
、
殉
教
者
で
あ
る
カ
タ
リ
ー
ナ
は
ア
バ
ス
を
一
顧
だ
に

し
な
い
（
エ
ム
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
カ
タ
リ
ー
ナ
は
グ
ル
ジ
ア
女
王
と
し
て
は
同
時
に
暴
君
で
も
あ
っ
た
）。
こ
の
作
品
は
、「
恋
愛
に

よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
無
限
に
多
様
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
劇
に
は
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
こ
と
を
よ
く
示
し
て

い
る
。「
恋
愛
は
、
理
性
を
鈍
ら
せ
る
ゆ
え
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
『
激
情
』、
感
覚
的
、
動
物
的
な
情
熱
に
他
な
ら
な
い
」

の
で
あ
っ
て
、
グ
リ
ュ
ー
フ
ィ
ウ
ス
と
他
の
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
の
劇
作
家
は
、「
殉
教
者
劇
か
ら
恋
愛
を
徹
底
的
に
排
除
し
た
」
の

で
あ
る
）
（（
（

。
エ
ム
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
の
殉
教
者
劇
は
、
ひ
い
て
は
ド
イ
ツ
の
バ
ロ
ッ
ク
劇
一
般
は
、
他
国
の
演
劇

の
よ
う
に
「
世
界
文
学
の
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　

エ
ム
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
ド
イ
ツ
・
バ
ロ
ッ
ク
劇
の
概
観
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
に
よ
る
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
規
定
を
見
て

い
こ
う
。
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
悲
哀
劇
に
お
い
て
宮
廷
が
舞
台
と
な
り
、
君
主
が
（
あ
る
と
き
は
暴
君
、
あ
る
と
き
は
殉
教
者
と
し
て
）

主
要
な
登
場
人
物
と
な
る
こ
と
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
十
七
世
紀
の
主
権
性
の
理
論
を
挙
げ
る
。
彼
が
参
照
す
る
カ
ー

ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
『
政
治
神
学
』（
一
九
二
二
）
は
端
的
に
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
主
権
者
と
は
、
例
外
状
況
に
か
ん
し
て
決

定
を
下
す
者
を
い
う
）
（（
（

」。「
例
外
状
況
」
に
関
す
る
決
定
の
問
題
と
は
、「
公
共
な
い
し
国
家
の
利
益
、
公
共
の
安
全
お
よ
び
秩
序
、
公

共
の
福
祉
等
々
が
、
ど
こ
に
存
す
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
を
、
紛
争
時
に
は
、
だ
れ
が
下
す
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
規
定
す
る
よ
う
な
主
権
者
は
、

現
に
極
度
の
急
迫
状
態
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
も
決
定
す

る
の
で
あ
る
。
主
権
者
は
、
平
時
の
現
行
法
秩
序
の
外
に
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
、
憲
法
が
一
括
停
止
さ
れ
う
る
か
い
な
か
を
決
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定
す
る
権
限
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
現
行
法
秩
序
の
内
に
あ
る
）
（（
（

。

こ
う
し
た
主
権
性
の
概
念
が
神
学
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
現
代
の

国
家
理
論
の
重
要
概
念
は
、
す
べ
て
世
俗
化
さ
れ
た
神
学
概
念
で
あ
る
」。
た
と
え
ば
「
全
能
な
る
神
が
万
能
の
立
法
者
に
転
化
し
た
」

だ
け
で
な
く
、
法
学
に
お
い
て
、
主
権
者
が
平
時
の
法
律
を
停
止
し
て
公
共
の
安
全
を
回
復
す
る
た
め
に
行
動
す
る
「
例
外
状
態
」
と

は
、
神
学
に
お
い
て
、
神
が
自
然
の
秩
序
に
介
入
し
て
超
自
然
的
な
出
来
事
を
引
き
起
こ
す
「
奇
跡
」
に
対
応
し
て
い
る
）
（（
（
。
バ
ロ
ッ

ク
演
劇
の
君
主
に
と
っ
て
、
神
学
と
法
学
の
結
び
つ
き
は
よ
り
直
接
的
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
宗
教
戦
争
の
混

沌
と
し
た
時
代
に
お
い
て
、「
完
全
な
安
定
化
、
つ
ま
り
教
会
と
国
家
両
方
の
再
興
と
い
う
理
想
の
、
あ
ら
ゆ
る
帰
結
を
展
開
さ
せ
る
」

（246

）
こ
と
、
こ
れ
が
バ
ロ
ッ
ク
演
劇
の
君
主
に
課
さ
れ
た
役
割
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
描
く
主
権
者
と
は
異
な
っ
て
、
悲
哀
劇
の
君
主
は
現
世
に
お
け
る
政
治
的
・
宗
教
的
秩
序
の
回
復
と
い
う

任
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
神
が
支
配
者
に
与
え
た
、
位
階
制
に
お
け
る
無
制
限
の
尊
厳
と
、
あ
わ
れ
な
人
間
で
あ
る
と
い

う
あ
り
方
と
の
不
均
衡
の
犠
牲
と
し
て
、
支
配
者
は
倒
れ
る
」（250

）。
現
世
の
被
造
物
の
秩
序
の
頂
点
に
あ
る
君
主
は
、
し
か
し
被

造
物
で
し
か
な
い
（264

）
が
ゆ
え
に
、
神
の
現
世
に
お
け
る
代
理
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
君
主
は
、

美
徳
に
固
執
し
て
、
苦
痛
を
耐
え
忍
び
殉
教
者
と
な
っ
て
現
世
を
去
る
か
、
暴
君
と
し
て
自
ら
も
周
囲
も
破
滅
さ
せ
る
か
、
そ
の
ど
ち

ら
か
で
あ
る
。

　

後
者
の
暴
君
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、『
グ
ル
ジ
ア
の
カ
タ
リ
ー
ナ
』
の
ア
バ
ス
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
決
断
力
の
な

さ
」（Entschlußunfähigkeit

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
主
権
者
と
し
て
は
致
命
的
な
無
力
さ
で
あ
る
。「
こ
の
時
代
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〔
バ
ロ
ッ
ク
時
代
〕
の
演
劇
の
登
場
人
物
を
突
き
動
か
す
の
は
、
ス
ト
ア
的
な
語
法
が
強
調
す
る
主
権
性
で
は
な
く
、〔
…
〕
常
に
急
変

す
る
情
動
の
嵐
と
し
て
の
突
然
の
恣
意
で
あ
る
」（250

）。

　

悲
哀
劇
が
そ
れ
に
先
立
つ
中
世
の
神
秘
劇
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
は
か
な
く
無
力
な
被
造
物
か
ら
な
る
現
世
が
彼
岸

か
ら
の
救
済
や
恩
寵
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
内
在
主
義
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
内
在
主
義
を
徹
底
し
た
こ
と
は
と
り
わ
け
ド

イ
ツ
悲
哀
劇
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
人
生
は
芝
居
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
現
世
を
擬
似
的
に
超
越
し
た
の
が
、

ス
ペ
イ
ン
演
劇
、
と
り
わ
け
カ
ル
デ
ロ
ン
の
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ス
ペ
イ
ン
の
劇
詩
―
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
演
劇
の
最
高
峰
―
の
場
合
、
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
の
発
達
し
た
こ
の
国
に
お
い
て
、

バ
ロ
ッ
ク
的
な
特
徴
が
非
常
に
輝
か
し
く
、
卓
越
し
た
、
ま
た
幸
福
な
仕
方
で
展
開
し
た
の
だ
が
、
こ
の
ス
ペ
イ
ン
の
劇
詩
は
、

恩
寵
な
き
被
造
物
と
い
う
あ
り
方
の
葛
藤
を
、
あ
る
程
度
遊
戯
的
〔
演
技
的spielerisch

〕
に
縮
小
し
て
、
世
俗
化
さ
れ
た
救
済

力
（H

eilsgew
alt

）
と
し
て
自
ら
を
示
す
王
権
の
宮
廷
の
領
域
に
お
い
て
解
決
し
た
の
で
あ
る
（157

）。

こ
う
し
た
カ
ル
デ
ロ
ン
の
劇
詩
の
典
型
的
な
例
と
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
挙
げ
て
い
る
の
は
『
人
生
は
夢
』（
一
六
三
六
）
で
あ
る
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
王
バ
シ
リ
オ
は
、
息
子
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
が
暴
君
に
な
る
と
占
星
術
に
よ
っ
て
予
見
し
、
こ
れ
を
塔
に
閉
じ
込
め
る
。
し
か

し
そ
れ
が
事
実
か
を
試
す
た
め
、
薬
酒
に
よ
っ
て
眠
ら
せ
た
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
を
塔
か
ら
王
座
に
移
す
。
目
覚
め
た
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
は

や
は
り
暴
君
と
な
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
再
び
眠
ら
せ
て
塔
に
戻
す
。
塔
で
目
覚
め
た
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
は
、
王
座
で
の
こ
と
を
夢
と
思
う

が
、
再
び
夢
を
見
る
な
ら
ば
自
ら
を
改
め
よ
う
と
決
意
す
る
。
民
衆
の
反
乱
に
よ
っ
て
期
せ
ず
し
て
実
際
に
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
が
王
位
に

就
く
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
決
意
ど
お
り
名
君
と
な
り
、
父
と
和
解
す
る
）
（（
（
。
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こ
の
戯
曲
に
お
い
て
、
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
が
見
た
「
夢
」
と
は
実
際
に
は
夢
で
は
な
く
、
バ
シ
リ
オ
に
よ
る
実
験
で
あ
り
、
こ
の
国

王
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
劇
中
劇
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
〈
夢
＝
実
験
＝
劇
中
劇
〉
が
い
わ
ば
擬
似
的
な
超
越
と
な
っ

て
、
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
を
戒
め
、
彼
の
君
主
と
し
て
の
資
質
の
問
題
を
解
決
す
る
の
で
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
悲
哀
劇
は
、
悲
し
ま
せ
る
演
劇
〔
演
技
、
遊
戯Spiel

〕
と
い
う
よ
り
、
悲
し
み
が
満
足
を
見
出
す
対
象
と
し
て

の
演
劇
で
あ
り
、
悲
し
む
者
た
ち
の
前
の
演
劇
で
あ
る
」（255

）
と
述
べ
る
が
、「
悲
し
み
」
と
「
演
劇
、
演
技
、
遊
戯
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
即
し
て
言
え
ば
、「
演
劇
」
が
「
悲
し
み
」
を
解
決
す
る
の
が
『
人
生
は
夢
』
に
代
表
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
演

劇
で
あ
り
、「
悲
し
み
」
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
提
示
さ
れ
る
演
劇
が
、
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

三
、「
悲
哀
劇
」
に
お
け
る
死
と
幽
霊

　

前
節
で
は
悲
哀
劇
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
お
よ
び
カ
ル
デ
ロ
ン
の
『
人
生
は
夢
』
を
例
と
し
て
概
観
し
た
が
、
本
節
で
は
、
死

と
亡
霊
と
い
う
観
点
か
ら
悲
哀
劇
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
と
り
わ
け
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』、
そ
し
て

ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
三
者
の
関
係
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

既
に
み
た
よ
う
に
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
で
は
英
雄
が
死
に
直
面
す
る
出
来
事
が
描
写
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

死
は
歴
史
的
に
一
回
的
な
出
来
事
と
し
て
、
す
な
わ
ち
神
々
の
支
配
す
る
神
話
的
な
秩
序
か
ら
、「
民
族
共
同
体
」
が
自
ら
の
言
語
を

獲
得
す
る
人
間
的
な
世
界
へ
の
転
換
の
た
め
の
犠
牲
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
一
回
的
な
死
（
へ
の
直
面
）
が
世

界
史
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
上
演
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
悲
劇
と
悲
哀
劇
を
対
比
し
て
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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い
か
な
る
悲
劇
的
な
審
理
〔『
慈
し
み
の
女
神
た
ち
』
や
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
悲

劇
は
裁
判
の
形
式
を
模
倣
し
て
い
た
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
説
に
基
づ
く
〕
も
、
昼
の
時
間
を
要
求
す
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る

の
が
、
悲
哀
劇
に
お
け
る
亡
霊
の
時
間
で
あ
る
。〔
…
〕
亡
霊
の
世
界
に
は
歴
史
が
な
い
。
悲
哀
劇
は
殺
害
さ
れ
た
者
た
ち
を
こ

の
世
界
へ
と
追
放
す
る
。〔
…
〕
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
先
立
つ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
悲
哀
劇
に
つ
い
て
正
当
に
、「
き
ち
ん
と
し
た

終
わ
り
が
な
く
、
流
れ
は
続
い
て
い
く
」〔
ハ
ン
ス
・
エ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
『
悲
劇
と
十
字
架
』（
一
九
二
〇
）
か
ら
の
引
用
〕
と
言

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
悲
哀
劇
一
般
に
当
て
は
ま
る
。
悲
劇
的
英
雄
の
死
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
意
味
で
も
個
人
的
意
味
で
も
時

期
が
は
っ
き
り
と
画
さ
れ
る
が
、
悲
哀
劇
の
結
末
に
よ
っ
て
時
期
が
画
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
〔
悲
劇
的
英
雄
の
死
の
〕
個

人
的
意
味
は
以
下
の
言
葉
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悲
劇
的
な
生
は
「
一
切
の
生
の
う
ち
で
も
最
も
排
他
的

に
此
岸
的
な
生
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
生
の
限
界
は
常
に
死
と
融
合
し
て
い
る
…
悲
劇
に
と
っ
て
死
―
限
界
そ
れ
自
体

―
は
常
に
内
在
す
る
現
実
で
あ
り
、
い
か
な
る
悲
劇
の
出
来
事
と
も
解
き
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
」〔
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
ー
チ

『
魂
と
形
式
』
か
ら
の
引
用
〕
と
―
た
だ
し
こ
の
個
人
的
意
味
に
、
神
話
の
終
わ
り
と
い
う
歴
史
的
意
味
が
付
け
加
わ
る
。
悲

劇
的
な
生
の
形
態
と
し
て
の
死
は
個
体
的
な
運
命
（Einzelgeschick

）
だ
が
、
死
は
し
ば
し
ば
共
同
体
の
運
命
と
し
て
悲
哀
劇

へ
と
入
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
死
が
関
係
者
全
員
を
最
高
の
法
廷
の
前
に
招
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。〔
…
〕
悲
劇
的
英

雄
の
「
不
死
性
」
が
、
生
命
で
は
な
く
名
前
だ
け
を
救
う
の
に
対
し
て
、
悲
哀
劇
の
登
場
人
物
は
名
付
け
ら
れ
た
個
体
性
（die 

benannte Individualität

）
だ
け
を
失
い
、
役
割
の
生
命
力
（die Lebenskraft der Rolle

）
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
悲
哀
劇

の
人
物
は
衰
え
る
こ
と
な
く
亡
霊
の
世
界
で
よ
み
が
え
る
（314f.

）。
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ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
死
が
、
主
人
公
個
人
の
生
命
の
終
末
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
な
画
期
を
な
す
の
に
対
し
て
、
悲
哀
劇
に
お

け
る
死
は
、
特
定
の
登
場
人
物
に
お
い
て
特
権
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、「
共
同
体
の
運
命
」
と
し
て
す
べ
て
の
登
場
人
物

に
つ
き
ま
と
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
時
代
が
画
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
死
者
は
亡
霊
の
世
界
に
お
い
て
よ
み
が

え
り
、
役
割
の
生
命
力
を
保
持
し
続
け
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
事
情
は
、
例
え
ば
、『
グ
ル
ジ
ア
の
カ
タ
リ
ー
ナ
』
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
し
か
に
女
王
カ
タ
リ
ー
ナ
の
死

は
殉
教
と
し
て
仰
々
し
く
物
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
葛
藤
の
明
確
な
解
決
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
タ
リ
ー
ナ
が
亡
霊
と
し

て
再
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
殉
教
者
と
暴
君
と
の
対
立
関
係
は
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
る
し
、
た
し
か
に
カ
タ
リ
ー
ナ
の
亡

霊
は
暴
君
で
あ
る
ア
バ
ス
の
破
滅
を
告
知
す
る
が
、
ア
バ
ス
が
破
滅
す
る
こ
と
で
対
立
関
係
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
悲
哀

劇
の
世
界
で
は
ア
バ
ス
も
ま
た
亡
霊
と
し
て
復
活
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
の
引
用
の
最
後
の
部
分
を
踏
ま
え
て
付
言

す
れ
ば
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
ロ
ッ
ク
劇
の
世
界
観
は
、
救
済
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
た
内
在
主
義
で
あ
る
か
ら
、
現
世
の

仮
象
と
美
徳
と
の
対
立
、
前
者
に
屈
服
す
る
暴
君
と
後
者
に
固
執
す
る
殉
教
者
と
い
っ
た
役
割
の
対
立
関
係
は
、（
カ
タ
リ
ー
ナ
や
ア

バ
ス
と
い
っ
た
）
固
有
名
を
超
え
て
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
悲
哀
劇
に
お
け
る
死
と
は
、
被
造
物
の
は
か
な
さ
、
無
力
さ
が
も
た
ら

す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
登
場
人
物
に
例
外
な
く
覆
い
か
ぶ
さ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
は
か
な
さ
、
無
力
さ
ゆ
え
に
、
救
済
さ

れ
ざ
る
現
世
に
お
け
る
対
立
関
係
は
維
持
さ
れ
続
け
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
、
固
有
名
を
越
え
て
反
復
さ
れ
る
役
柄
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
具
体
的
に
、
あ
る
文
学
研
究
者
の
言
葉

を
引
用
し
て
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
後
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
遺
言
に
よ
っ
て
デ
ン
マ
ー
ク
王
と
な
っ
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
子
を
主
人
公
と

す
る
『
フ
ォ
ー
テ
ィ
ン
ブ
ラ
ス
』
を
書
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（315

）。
ま
た
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
登
場
人
物
全
員



19 芸術と死

が
天
国
ま
た
は
地
獄
で
集
合
し
て
、「
新
た
に
決
着
を
付
け
る
」、
つ
ま
り
亡
霊
と
し
て
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
（
結
末
は
異
な
っ
た
も
の

で
あ
れ
）
反
復
す
る
と
い
う
状
況
を
設
定
す
る
こ
と
も
全
く
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
引
用
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
著
者
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
が
悲
哀
劇
の
法
則
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
上
記
の
作
品
〔『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』〕
や
、
い
わ
ん
や
そ
の
素
材
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
」（299
）。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
悲
哀
劇
に
お
い
て
は
、
死
は
反
復
を
引
き
起
こ
す
き
っ
か
け
で
あ
り
、
悲
劇
と
は
反
対
に
、
出
来
事

の
一
回
性
を
打
ち
消
す
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
が
、
人
間
の
「
道
徳
的
本
質
」、
つ
ま
り
死
へ
の
（
そ
し
て
神
へ
の
）

直
面
を
模
倣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
芸
術
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
描
か
れ
る
と
さ
れ
る
、
歴
史
的
に
一
回
的
な
英
雄
の
死
（
へ
の
直
面
）
は
、
芸
術
に
お
い
て
は
そ

の
よ
う
な
一
回
的
な
出
来
事
と
し
て
は
表
現
さ
れ
な
い
。
英
雄
の
死
（
へ
の
直
面
）
が
描
写
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
見
る
人
は
、「
か
つ

て
ど
こ
か
で
」
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
不
確
実
な
出
来
事
を
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
芸
術
的
に
描
写
さ
れ
た
も
の
の

受
容
を
通
じ
て
し
か
推
測
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
の
出
来
事
は
、
描
写
（
こ
こ
に
は
戯
曲
も
上
演
も
含
ま
れ
る
）
の
反
復
的
な
受
容
の
た

び
ご
と
に
再
現
さ
れ
る
他
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
は
そ
も
そ
も
出
来
事
と
し
て
の
一
回
性
を
持
た
な
い
と
さ
え
言
え
る
。

　

こ
の
点
を
想
起
し
た
う
え
で
、
改
め
て
悲
哀
劇
に
お
け
る
死
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
（
表
現

不
可
能
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
）
一
回
的
な
も
の
と
し
て
の
死
が
、
芸
術
に
と
っ
て
到
達
不
可
能
な
現
実
的
現
象
の
典
型
を
指
し

示
す
の
に
対
し
て
、
悲
哀
劇
に
お
け
る
反
復
を
引
き
起
こ
す
死
と
は
、
現
実
に
と
っ
て
到
達
不
可
能
な
芸
術
的
現
象
の
典
型
を
指
す
。
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こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
至
極
単
純
で
は
あ
る
が
本
質
的
な
事
情
で
あ
る
。
つ
ま
り
上
演
に
お
い
て
は
、
実
際
の

死
が
起
こ
る
こ
と
は
、
事
故
と
し
て
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
登
場
人
物
が
死
ぬ
様
を
演
じ
た
俳
優
が
次
の
瞬
間
に
立
ち
上

が
る
こ
と
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
（
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
登
場
人
物
の
死
は
俳
優
の
「
死
ん
だ
振
り
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
が
俳
優
の
実
際
の
死
に
も
な
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
芸
術
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
）。
さ
ら
に
言
え
ば
、
上
演
に
お
い
て
は
、

生
存
す
る
人
物
を
演
じ
る
肉
体
と
、
亡
霊
を
演
じ
る
肉
体
と
は
本
質
的
に
は
区
別
さ
れ
な
い
（
つ
ま
り
ど
ち
ら
も
俳
優
の
生
存
す
る
肉

体
と
い
う
同
じ
媒
体
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
）
の
だ
か
ら
、
生
者
と
死
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
（
そ
の

た
め
、
た
と
え
ば
あ
る
上
演
に
つ
い
て
、
劇
中
の
世
界
は
一
見
す
る
と
生
者
の
世
界
だ
が
、
実
は
登
場
人
物
は
す
べ
て
死
ん
で
い
る
の

だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
）。

　

悲
哀
劇
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
上
演
に
か
か
わ
る
特
徴
が
、
悲
哀
劇
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
劇
中
世
界
の
特
徴
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
生
は
芝
居
」
で
あ
り
、
現
世
は
仮
象
で
あ
る
と
い
う
バ
ロ
ッ
ク
的
世
界
観
に
即
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、
悲
哀
劇
に
お
い
て
は
名
前
を
持
っ
た
個
体
性
が
失
わ
れ
て
も
役
柄
の
生
命
力
が
保
持
さ
れ
る
と
い

う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
指
摘
も
、
上
演
に
関
わ
る
（
ご
く
一
般
的
な
）
特
徴
が
、
劇
中
世
界
の
特
徴
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
し
て

理
解
で
き
る
。
演
劇
作
品
は
反
復
的
な
上
演
を
前
提
と
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
同
一
の
役
柄
を
異
な
る
俳
優
が
演
じ
る
こ
と
の
可
能

性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
演
劇
作
品
の
反
復
的
上
演
の
可
能
性
は
、
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
演
の
一
回
性
、
そ
の
は
か

な
さ
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
文
脈
と
の
関
連
で
（
つ
ま
り
悲
哀
劇
の
世
界
観
を
想
起
し
つ
つ
）
言
う
な

ら
ば
、
役
柄
を
演
じ
る
個
々
の
俳
優
の
肉
体
は
不
断
に
変
容
し
、
そ
し
て
滅
び
る
し
、
上
演
に
立
ち
会
う
個
々
の
鑑
賞
者
の
肉
体
も
滅
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び
る
の
だ
が
、
作
品
自
体
、
そ
し
て
そ
の
中
の
役
柄
は
、
そ
う
し
た
死
滅
を
越
え
て
、（
事
実
と
し
て
は
も
は
や
上
演
さ
れ
な
く
と
も

権
利
上
は
）
反
復
的
に
上
演
可
能
な
存
在
と
し
て
存
続
す
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

す
る
と
、
悲
哀
劇
の
劇
中
世
界
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
あ
る
俳
優
が
上
演
に
お
い
て
あ
る
役
柄
を
演
じ
る
こ
と
は
、
そ
の
俳
優

が
自
覚
す
る
か
ど
う
か
に
は
関
わ
り
な
く
、
か
つ
て
そ
の
役
柄
を
演
じ
た
他
人
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
亡
霊
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な

る
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
以
降
に
同
じ
役
柄
を
演
じ
る
他
人
あ
る
い
は
自
分
に
憑
依
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

役
柄
を
演
じ
る
こ
と
と
亡
霊
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
、
こ
の
こ
と
は
荒
唐
無
稽
な
発
想
で
は
な
い
。
こ
れ
を

典
型
的
に
表
現
し
て
い
る
の
は
や
は
り
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
あ
る
。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
、
亡
霊
と
演
劇
（
こ
の
場
合
は
劇
中

劇
）
が
問
題
と
な
る
の
は
、
過
去
の
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
に
つ
い
て
い
か
な
る
結
論
を
導
き
出
す
か
が
争

わ
れ
る
局
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
人
公
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
対
し
て
、
父
で
同
名
の
先
王
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
姿
を
し
た
亡
霊
が

現
れ
る
の
は
、
自
ら
の
死
が
実
は
弟
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
よ
る
毒
殺
で
あ
る
と
伝
え
て
、
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
復
讐
を

成
し
遂
げ
る
よ
う
要
求
す
る
た
め
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
亡
霊
が
告
げ
る
と
お
り
、
父
の
死
が
新
王
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
よ
る
毒

殺
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
復
讐
を
行
う
べ
き
か
、
こ
の
こ
と
の
確
証
を
得
る
た
め
に
、
旅
回
り
の
一
座
に
「
ゴ
ン
ザ
ー
ゴ
殺
し
」
と
い

う
国
王
殺
害
の
演
目
を
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
前
で
上
演
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
亡
霊
も
演
劇
も
、
過
去
の
出
来
事
の
決
着
が
つ
い

て
い
な
い
の
で
、
現
在
に
生
き
る
人
間
が
そ
れ
に
対
し
て
応
答
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
示
す
役
割
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
、
過
去
に
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
出
来
事
を
現
在
に
お
い
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
亡
霊
と
の
出
会
い
の
後

に
、「
時
間
の
た
が
が
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
」（T

he tim
e is out of joint

）
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
、
先
王
か
ら
新
王
へ
の
継
承
と

い
う
出
来
事
を
受
け
入
れ
て
先
王
を
過
去
の
存
在
と
し
て
忘
却
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
亡
霊
と
演
劇
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
し
て
過
去
を
反
復
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

過
去
に
決
着
を
付
け
て
現
在
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
不
可
能
に
な
り
、
現
在
が
過
去
か
ら
応
答
を
求
め
ら
れ
続
け
る
、
こ
う
し
た
時
間

構
造
に
お
い
て
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
す
ぐ
れ
て
悲
哀
劇
と
し
て
の
性
格
を
備
え
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
既
に
見
た
よ
う
に
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
自
体
に
明
確
な
終
結
が
な
く
、
続
編
に
お
い
て
同
じ
状
況
が
反
復
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
こ
れ
は
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
叔
父
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
復
讐
し
て
王
位
を
奪
取
す
る
と
い
う
結
末

を
迎
え
る
こ
と
な
く
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
の
剣
術
試
合
に
お
い
て
偶
然
か
ら
登
場
人
物
ほ
と
ん
ど
全
員
が
死
ぬ
と
い
う
事

態
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
偶
然
に
よ
る
運
命
の
変
転
ゆ
え
に
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
は
「
運
命
劇
」（Schicksalsdram

a

）
と
し
て

の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
指
摘
す
る
。「
運
命
劇
」
の
特
徴
は
、
物
が
人
間
に
対
す
る
支
配
権
を
ふ
る
う
こ
と
で

あ
る
（311

）。
バ
ロ
ッ
ク
劇
で
は
登
場
人
物
は
内
面
性
か
ら
発
展
す
る
個
性
を
持
た
ず
、
客
観
的
な
特
性
の
担
い
手
に
過
ぎ
ず
、
美
徳

に
固
執
す
る
か
現
世
の
仮
象
に
翻
弄
さ
れ
る
か
を
選
ぶ
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
は
エ
ム
リ
ッ
ヒ
も
述
べ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
運
命
劇

で
は
、
非
人
格
的
で
客
観
的
な
存
在
と
し
て
の
情
念
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
物
、
し
か
も
、
星
辰
の
運
行
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
コ
ス
モ

ス
に
お
け
る
物
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な
く
、
短
剣
や
肖
像
と
い
っ
た
小
道
具
が
あ
た
か
も
能
動
的
な
力
を
持
つ
か
の
よ
う
に
し
て
魔
術

的
に
人
間
の
生
を
左
右
す
る
。

　

運
命
劇
と
し
て
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
は
運
命
劇
が
存
在

す
る
と
同
時
に
克
服
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
死
と
悲
劇
的
な
死
と
は
、
こ
の
王
子
と
ア
イ
ア
ー
ス
〔
ア
キ
レ
ウ
ス
の
盟
友
で
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
悲
劇
の
主
人
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公
〕
が
共
通
点
を
持
つ
程
度
に
も
共
通
点
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
死
の
外
面
性
〔
非
本
質
的
で
偶
然
的
で
あ
る
こ

と
〕
は
悲
哀
劇
に
特
徴
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
作
者
〔
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
〕
に
ふ
さ
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ム

レ
ッ
ト
は
、〔
剣
術
試
合
が
開
か
れ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
〕
オ
ズ
リ
ッ
ク
と
の
会
話
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
窒
素
の
よ
う
に
運
命

を
負
っ
た
空
気
を
深
く
吸
い
込
も
う
と
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
偶
然
に
よ
っ
て
死
ぬ
こ
と
を
欲
し
、
運
命
的
な
小
道
具
た
ち

が
、
そ
れ
ら
の
主
人
で
あ
り
そ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
彼
の
周
り
に
集
ま
る
と
き
、
悲
哀
劇
の
結
末
に
お
い
て
運
命
劇

が
、
悲
哀
劇
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
、
ま
た
も
ち
ろ
ん
克
服
さ
れ
た
も
の
と
し
て
一
瞬
き
ら
め
く
の
で
あ
る
（315

）。

こ
こ
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
オ
ズ
リ
ッ
ク
と
の
会
話
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
確
に
は
、
第
五
幕
第
二
場
で
オ
ズ
リ
ッ
ク
と
の
会
話
の
後
ハ

ム
レ
ッ
ト
が
、
剣
術
試
合
に
向
か
う
こ
と
を
止
め
よ
う
と
す
る
ホ
レ
イ
シ
オ
に
対
し
て
、「
ス
ズ
メ
が
落
ち
る
こ
と
に
も
運
命
の
働
き

が
あ
り
、
起
こ
る
こ
と
は
必
ず
起
こ
る
」
と
述
べ
て
い
る
箇
所
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
偶
然
に
抵
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
偶
然
に
従
う
こ
と
を
積
極
的
に
欲
し
た
た
め
に
、
自
ら
の
死

に
お
い
て
運
命
を
克
服
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
は
、
今
後
改
め
て
検
討
を
加
え
て

い
く
必
要
が
あ
る
が
、
一
つ
の
鍵
と
な
る
の
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
自
分
の
運
命
の
観
客
で
あ
っ
た
と
い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
解
だ
ろ
う

（334

）。
カ
ル
デ
ロ
ン
の
『
人
生
は
夢
』
に
お
い
て
、〈
夢
〉（
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
に
と
っ
て
の
）
＝
〈
実
験
〉（
国
王
に
と
っ
て
の
）
＝

〈
劇
中
劇
〉（
観
客
に
と
っ
て
の
）
を
経
た
セ
ヒ
ス
ム
ン
ド
が
、
人
生
も
ま
た
夢
の
よ
う
で
あ
る
と
悟
り
、
現
世
の
仮
象
に
固
執
す
る
こ

と
を
や
め
て
自
ら
の
行
動
を
改
め
よ
う
と
考
え
る
の
と
同
様
に
、
自
ら
劇
中
劇
を
企
て
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
、
現
実
も
ま
た
芝
居
で
あ

り
、
一
登
場
人
物
で
あ
る
自
分
は
そ
の
筋
に
従
う
ほ
か
な
い
と
覚
る
、
つ
ま
り
自
分
の
人
生
に
対
す
る
擬
似
的
に
超
越
的
な
視
点
を
獲
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得
し
た
と
き
、
運
命
を
あ
え
て
欲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
克
服
し
た
の
だ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
も
、『
人
生
は
夢
』
と
同
様
に
、
劇
中
劇
と
い
う
要
素
が
擬
似
的
な
超
越
と
し
て
の
機
能

を
果
た
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
際
立
つ
の
は
、
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
と
い
う
、
擬
似
的
な
超
越
を
欠
い
て
現
世
に
お
け
る
悲
哀
に
徹
底
し
て

固
執
し
た
ジ
ャ
ン
ル
を
背
景
と
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
に
お
け
る
悲
哀
劇
と
悲
劇
と
の
対
比
を
、
芸
術
と
現
実
と
の
境
界
、
芸
術
の
限
界
を
死
が

画
す
る
と
い
う
洞
察
を
示
す
も
の
と
し
て
読
解
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
一
回
的
な
も
の
と
し
て
の
死
は
、
芸
術
に
と
っ
て

到
達
不
可
能
な
現
実
的
現
象
の
典
型
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
悲
劇
に
お
い
て
は
表
現
不
可
能
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま

り
「
今
こ
こ
」
で
は
決
し
て
起
こ
ら
ず
、
漠
然
と
し
た
不
確
定
な
「
か
つ
て
ど
こ
か
」
で
起
こ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
出
来
事
と
し
て
の

み
表
現
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
悲
劇
的
死
は
、
戯
曲
あ
る
い
は
上
演
を
通
じ
た
反
復
的
な
受
容
に
お
い
て
の
み
再
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
が
僭
称
す
る
一
回
性
を
実
は
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
失
っ
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
悲
哀
劇
に
お
け
る
反
復

を
引
き
起
こ
す
死
と
は
、
現
実
に
と
っ
て
到
達
不
可
能
な
芸
術
的
現
象
の
典
型
を
指
す
。
悲
哀
劇
に
お
い
て
描
写
さ
れ
る
世
界
に
お
い

て
、
死
は
登
場
人
物
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
終
わ
り
で
は
な
く
、
死
者
の
世
界
と
生
者
の
世
界
と
は
連
続
的
で
あ
り
、
死
者
は
幽
霊
と

し
て
回
帰
す
る
し
、
登
場
人
物
の
役
割
と
相
互
の
関
係
は
、
個
々
の
人
物
の
固
有
名
を
越
え
て
存
続
す
る
。
悲
哀
劇
に
描
か
れ
る
世
界

に
お
い
て
は
い
か
な
る
出
来
事
も
一
回
的
で
は
な
く
、
過
去
は
過
ぎ
去
る
こ
と
を
拒
む
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
演
劇
的
現
象
な
の
で
あ

る
。

　

ベ
ッ
テ
ィ
ー
ネ
・
メ
ン
ケ
は
、
悲
劇
と
悲
哀
劇
と
は
、
歴
史
哲
学
的
な
概
念
対
で
も
な
け
れ
ば
ジ
ャ
ン
ル
論
的
な
概
念
対
で
も
な
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く
、
悲
哀
劇
に
お
い
て
は
、
悲
劇
に
も
備
わ
っ
て
い
た
「
演
劇
的
演
技
（theatralisches Schauspiel

）
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
反
省

的
に
解
放
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
悲
哀
劇
は
「
演
技
の
演
劇
性
に
対
す
る
演
劇
的
な
態
度
」
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
悲
哀
劇
と
は
悲
劇
に
内
在
す
る
演
劇
性
を
自
覚
的
に
主
題
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
メ
ン
ケ
の
議
論
は
本
稿
の
議

論
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
悲
劇
と
悲
哀
劇
と
は
、
芸
術
と
現
実
と
の
境

界
、
芸
術
の
限
界
を
主
題
化
し
て
い
る
点
で
通
底
し
て
お
り
、
悲
哀
劇
の
方
が
よ
り
反
省
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
も
同
じ

事
態
を
別
の
観
点
か
ら
取
り
挙
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
（（
（

。

（
註
）

（
１
） Bettine M

enke: D
as T

rauerspiel-Buch: der Souverän – das T
rauerspiel – K

onstellation – Ruinen. Bielefeld (transcript) 
2010, S. 11.

（
２
） 『
ド
イ
ツ
悲
哀
劇
の
根
源
』
か
ら
の
引
用
は
、
以
下
の
版
の
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
示
す
。W

alter Benjam
in: Gesam

m
elte Schriften, 

unter M
itw

irkung von T
heodor W

. A
dorno und Gerschom

 Scholem
 hrsg. von Rolf T

iedem
ann und H

erm
ann 

Schw
eppenhäuser, Bd. I-I. Frankfurt (Suhrkam

p) 1974.

ま
た
以
下
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源　

上
・
下
』

浅
井
健
二
郎
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
。

（
３
） 

こ
の
点
は
以
下
の
論
考
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Peter Fenves: T

ragedy and Prophecy in Benjam
inʼs O

rigin of the G
erm

an 
M

ourning play. In: Gerhard Richter (ed.): Benjam
inʼs Ghosts : Interventions in Contem

porary Literary and Cultural 
T

heory. Stanford (Stanford U
niversity Press) 2002.

（
４
） 

ジ
ョ
ゼ
ッ
ト
・
フ
ェ
ラ
ル
は
、「
舞
台
と
の
関
係
に
お
け
る
演
劇
性
」
の
「
枠
組
み
」
と
し
て
、「
可
逆
性
の
法
則
」
を
挙
げ
る
。「
こ
の
法

則
は
、
主
体
を
毀
損
し
た
り
処
刑
し
た
り
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
行
為
に
も
反
対
す
る
」。
上
演
に
お
い
て
「
俳
優
は
出
発
点
に
戻
る
可
能

性
を
留
保
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。Josette Féral: T

heatricality: T
he Specificity of T

heatrical Language. In: SubStance, vol. 
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31(2-3), 2002. p.104.

（
５
） 

ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
沈
黙
す
る
主
人
公
、
と
い
う
主
題
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ロ
ー
ゼ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
の
『
救
済
の
星
』（
一
九
二
一
）
か
ら
受
け

継
い
だ
も
の
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
叙
事
詩
と
悲
劇
の
区
別
も
ま
た
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下

を
参
照
。Christoph M

enke: T
ragödie im

 Sittlichen: Gerechtigkeit und Freiheit nach H
egel. Frankfurt a.M

. (Suhrkam
p) 

1996.

（
６
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ラ
ン
グ
か
ら
助
言
を
受
け
て
い
る
。
ラ
ン
グ
は
、「
競
争
」
の
具

現
化
と
し
て
主
人
公
が
劇
場
空
間
を
半
円
の
弧
を
描
い
て
走
っ
た
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
「
登
場
人
物
」（A

gonist

）
の
語
の
う
ち
に
も

「
競
争
」
の
痕
跡
を
見
出
し
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。W

alter Benjam
in: Gesam

m
elte Schriften, Bd. I-III. Frankfurt (Suhrkam

p) 
1974, 891f.

（
７
） 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ム
リ
ッ
ヒ
『
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
文
学
』
道
籏
泰
三
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
二
二
四
頁
。

（
８
） 

同
書
、
二
二
七
頁
。

（
９
） 

同
書
、
二
二
八
頁
以
下
。

（
10
） 

以
下
の
概
要
は
、A

ndreas Gryphius: D
ram

en, Frankfurt a.M
. (D

eutscher K
lassiker V

erlag) 1991.

お
よ
び
、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の

根
源
』
上
巻
の
「
参
考
資
料
Ⅰ
」
を
参
照
し
た
。

（
11
） 『
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
文
学
』
三
一
九
頁
。

（
12
） 

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
政
治
神
学
』
田
中
浩
、
原
田
武
雄
訳
、
未
來
社
、
一
九
七
一
年
、
一
一
頁
。

（
13
） 

同
書
、
一
三
頁
。

（
14
） 

同
書
、
四
九
頁
。

（
15
） 

カ
ル
デ
ロ
ン
『
人
の
世
は
夢　

サ
ラ
メ
ア
の
村
長
』
高
橋
正
武
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
。

（
16
） 

こ
う
し
た
論
点
に
注
目
し
た
演
劇
論
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。M

arvin Carlson: T
he H

aunted Stage: the T
heatre as 

M
em

ory M
achine. A

nn A
rbor (U

niversity of M
ichigan Press) 2001.

（
17
） 

ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
自
体
に
悲
哀
劇
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
悲
劇
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論
の
歴
史
で
は
枢
要
な
位
置
を
占
め
る
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
は
、
葛
藤
の
解
決
の
不
在
、
被
造
物
と
し
て
の
身
体
の
は
か
な
さ
、
君
主
の

決
断
力
の
弱
さ
、
神
々
へ
の
「
殉
教
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
悲
哀
劇
の
特
性
を
備
え
て
い
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
悲
劇
と
は
既

に
悲
哀
劇
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
さ
え
生
じ
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
ま
た
別
の
機
会
に
行
い
た
い
。
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SUMMARY

Art and Death: The Tragedy and Mourning Play in Walter Benjamin’s 
Origin of the German Mourning Play 

Hitoshi Tanaka

In this essay, I interpret the first part of Walter Benjaminʼs (1892–
1940) Origin of the German Mourning Play (first published in 1928) ―
in which he distinguishes between tragedies (Tragödie) and mourning 
plays (Trauerspiel) ― on the basis of his theory about the boundary 
between reality and art or about the limits of artistic expression.

According to Benjamin, the one-time-only death of heroes in 
Greek tragedies indicates a typical quality of phenomena in reality that 
is inaccessible by any artistic expression. The death of the protagonist 
can be depicted only as an event that never occurs here and now in 
theatrical space but may supposedly have occurred elsewhere in an 
indefinable past time.

Contrarily, the iterative nature of death in mourning plays 
indicates a typical quality of artistic expression inaccessible in reality. 
A characterʼs death does not mean his/her definitive end ― the dead 
can intervene in the world of the living. Because the depicted world has 
appropriated the theatricality of the mourning play, no event in it occurs 
only once and nothing is irreversible.

I conclude that tragedies and mourning plays thematize, from 
opposite perspectives, death as the limit of artistic expression.


