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ベ

ン

ヤ

ミ

ン
と

ブ

レ

ヒ

ト

1

歴
史
叙
述
に
お
け
る

「身
振
り
」
の
引
用
に
つ
い
て
ー

長
澤

麻
子

〈要
旨

〉

こ

の
論
文

は
、

ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
歴
史
叙

述

の
方
法

に
、
ブ
レ

ヒ
ト

の
叙
事
詩

的
演

劇

に
お
け
る

「引

用
可
能

な
身
振
り
」
と

い
う
手
法

が
ど

の
よ
う

に
影
響

し

て
い
る
か
と

い
う

こ
と
を
問
題

に
し
て

い
る
。

ベ

ン
ヤ

ミ
ン
が
自
身

の
歴

史
叙
述

に
対

置
し

て
い
る
、

い
わ
ゆ
る
歴
史
上

の
出
来

事

を
因

果
的
連
鎖
と

し

て
綴

ら
れ
た
歴
史
主

義
は
、
進
歩
史

観
を
支
え

る
均
質

で
連
続
的

な
時

間
意
識
を
基

盤
と

し
て

い
る
。
そ

れ
に
対
し

て
、

ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
よ
る
新

し

い
歴

史
概
念

は
、
歴
史

が
叙
述

さ
れ
る
ま
さ

に
そ
の

「
現
在
」

と

い
う
時
間

の
も
と

に
構

成

さ
れ

る
。
そ

の
た

め

に
は

、
ま
ず
、
第

一
に
、
時
間

の
連
続

性

の
打
破

が
求

め
ら
れ

て

い
る
。

一
方
、
ブ

レ

ヒ
ト

の
叙
事

詩
的
演
劇

で
は
、
芝
居

の
途

中

に
状
況
を
説

明
す

る

ソ
ン
グ
や
文
字
幕
を

挿
入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
筋

の
時

間
的
流
れ
が

「中
断
」

さ
れ

る
。
そ

の
結

果
、
特

定

の
振

る
舞

い
が
確
立

さ
れ

、
模
倣

・
引

用
し
得
る
も

の
と

な
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、

こ

の

「中
断
」

を

テ
キ

ス
ト

の

「
引
用
」
を

可
能
に
す
る
根
本
的

な

や
り
方

で
あ

り
、
芸

術

の
領
域
を

遙
か

に
越
え

て

い
く
も

の
と

み
な
し

て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

ベ
ン
ヤ
ミ

ン

の
場
合
、
歴
史

の
連
続
性
を

「
中
断
」
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
過

去

の

「
身
振
り
」
を

引
用
し
よ
う
と

い
う

の
で
あ

る
。

そ

の
際
、

こ
の

「
身
振
り
」

の

引
用
は
、
そ
れ
が
置

か
れ

て
い
た
本
来

の
文

脈

に
あ

る
価

値
基
盤
を
破

壊
す

る

「
パ

ロ

デ
ィ
」

的
批
判
力
を
持

ち
あ
わ
せ

る
と

同
時
に
、
現
在

㊨

「
布
置
状
況
」

に
引
用

さ
れ

る
が
ゆ
え

に
、
現
在

の

「根
源
」

の
呈
示
を
可
能

に
す

る
の
で
あ

る
。

キ

ー

ワ

ー
ド

ヴ

ァ

ル
タ

i

・
ベ

ン
ヤ

ミ

ン
、

『
歴
史

の
概

念

に

つ
い

て

「
引

用
」
、

ベ

ル
ト

ル
ト

・
ブ

レ

ヒ

ト
、

「身

振

り

」

(歴
史
哲
学

テ
ー
ゼ
)』
、

ベ ンヤ ミン と ブ レ ヒ ト111



1

序

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

『歴
史
の
概
念

に
つ
い
て

(歴
史
哲
学

テ
ー
ゼ
)』
(、　
に
描

か
れ
て
い
る

「歴
史

の
天
使
」
(H
①
⑩
刈)
は
、
彼
の
歴
史
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を

表
す
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
天
使
は
、
過
去
の
方
を
向
き
、

わ
れ
わ
れ
に
は
出
来
事
の
連
鎖
が

現
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ

と
な

っ
た
過
去
の
瓦
礫
の
山
を
見

て
い
る
。
天
使
は
、
そ
こ
に
と
ど
ま

っ
て
、

そ
の
瓦
礫
の
破
片
を
組
み
合
わ
せ
た

い
と
思

っ
て
い
る
の
だ
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

い
う
。
し
か
し
、
楽
園
か
ら
の
風
が
天
使
に
激
し
く
吹
き

つ
け
る
の
で
、
天
使

は
そ
の
翼
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
背
中
の
向
い
て
い
る
未
来

へ
と
押

し
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

楽
園
か
ら
吹
い
て
く
る
風
で
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
「進
歩
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

も

の
を
表
し
て
い
る
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る

「歴
史
」
は
、
こ
の
風
に
押
さ
れ
て

進
行
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
近
代
的
な
歴
史
叙
述
が
聖
書
の
創
世
記
に
出
て

く
る
楽
園
神
話
か
ら
始
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
神
話
の
世
界
を
克
服
し
た
よ
う
に
見
え
る
近
代
で
あ

っ
て
も
、

神
話
的
世
界

の
法
的
秩
序
が
潜
在
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の

『暴
力
批
判
論
』
〔、)
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
神
々
の
領
域
を
侵
犯
し

な

い
よ
う
に
、
神

々
自
身
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
境
界
と
し
て
の
法
そ
の
も
の

が
、
人
間
だ
け
で
な
・く
、
神

々
に
対
し
て
も
犯
し
が
た
い

一
線
と
し
て
の
力
を

持

つ
、
と

い
う
神
話
的
世
界

の
構
造
が
近
代

の
法
秩
序
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
〔3)
し
た
が
っ
て
、
近
代
の
歴
史
観
も
、
こ
の
法
秩
序
そ
れ
自
身

が
そ
の
維
持
と
再
生
産
を
行
う
な
か
に
、
織
り
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま

り
、
楽
園
か
ら
の
風
は
、
神
話
の
世
界
か
ら
そ
の
継
承
者
と
し
て
の
近
代

へ
、

と
い
う
連
続
性
の
う
え
を
吹
き
抜
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
神
話
的
な
構
造
の
も
と
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
認
識
し

な
い

「近
代
」
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
批
判
の
対
象
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
叙

述
も
批
判
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
そ
の
矛
先
は
歴
史
を
支
え
る
連
続

性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
歴
史
主
義

的
な
叙
述
方
法
は
、
人
類
は
進
歩
す
る
と
い
う
進
歩
史
観
を
支
え
て
い
る
連
続

的
な
時
間
意
識
を
基
盤
に
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

時
間
の
連
続
性
こ
そ
が
、
歴
史
を
ひ
と
続
き
の
出
来
事
の
因
果
的
連
鎖
と
み
な

し
う
る
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
観
に
基
づ
く
歴

史
叙
述
は
、
「均
質
で
空
虚
な
時
間
を
満
た
す
た
め
に
、
大
量
の
事
実
を
投
入
す

る
」
(H
刈O
b。)
こ
と
で
し
か
な
い
、
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

歴
史

の
な
か
で
人
類
が
進
歩
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
歴
史
が
均
質
で
空

虚
な
時
間
を
駆
け
抜
け
て
進
行
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
切
り
離
す
こ
と
は

で
き
な

い
。
こ
の
進
行
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
批
判
が
、
進
歩

一
般
の

イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
批
判
の
基
盤
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(H
刈
O
H)

し
た
が
っ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「進
行
」

と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す

「連
続
す
る
時
間
」
と
い
う
意
識
な
の
で
あ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え

る
歴
史

は
、
現
在
と

い
う
時

q
簿
N
冒
Φ
己

に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
時
間
(H
刈
O
一)を
基
盤
に
し
て
構
成
さ
れ
る
。
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そ
れ
は
、
「通
過
点
で
は
な
く
、
時
間
が
立
ち
止
ま
り
、
静
止
に
い
た
る
現
在
」

(H
刈O
卜。
)と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

「現
在
」
を
捉
え
、
歴
史
に
そ
れ
ま
で
と

は
異
な
る
局
面
を
与
え
る
た
め
に
は
、
「均
質
で
空
虚
な
時
間
」
に
基
づ
く
歴
史

の
連
続
性
を
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
(H
刈O
一)
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、

神
話
的
な
暴
力

の
支
配
を
打
ち
砕
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
杜
会
的
な
生
産
機
構

の
変
革
で
も
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
法
秩
序
を
盾
に
し
た
社
会
的
な
機
構
そ
の

も
の
が
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
過
去

は
、
結
局
、
支
配
者

で
あ
る
勝
利
者
の
懐

に
転
が
り
込
む
戦
利
品
と
し
℃
、
勝

利
者
を
正
当
化
す
る
歴
史
に
加
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
正
当
化
を
避
け
る
た
め
に
、
新
た
な
歴
史
叙

述
に
求
め
ら
れ
る
の
が
、
ま
ず
、
連
続
性
の
打
破
と
し
て
の

「中
断
」
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
歴
史
の
連
続
性
の

「中
断
」
は
、
思
考
の

「中
断
」
と
二
重
写

し
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
唯
物
論
の
歴
史
記
述
は
、
構
成
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
。

思
考
す
る
こ
と
に
は
、
思
考
の
運
動
だ
け
で
な
く
、
思
考
の
静
止
も
ふ
く
ま

れ
て
い
る
。
思
考
が
、
緊
張
で
飽
和
し
た
布
置
状
況

(「
o
コ
ω什Φ一一9
二
§
)
の
な

か
で
、
突
然
、
中
断
さ
れ
る

(Φ
一口
『
四
一什Φ昌
)
と
き
、
そ
の
思
考
は
こ
の
布
置
状

況
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
そ
の
シ

ョ
ッ
ク
に
よ

っ
て
、
思
考
は
モ
ナ
ド
と
し

て
結
晶
化
す
る
。
史
的
唯
物
論
者

は
、
モ
ナ
ド
と
し
て
の
歴
史
的
な
対
象
に

遭
遇
す
る
と
き
に
の
み
、
歴
史
的
対
象
に
近
づ
く
。
(H
刈8
)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
構
成
の
原
理
と
は
、
既
成
の
連
鎖
か
ら
解
き
放
た

れ
、
個
々
の
断
片
と
な

っ
た
も
の
を
使

っ
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ

は

、

ま

さ

に

「
歴
史

の
天
使

」

の
イ

メ

ー
ジ

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ
う

し

た

作

業

に
は

、

厳
密

な

思
考

の
持

続

も

必

要

だ

が

、

既

存

の
連

鎖

を

断

ち

切

る
と

い
う

、

連

続

的

な

思
考

の
断

念

が

必

要

だ

と

い
う

の

で
あ

る
。

こ

の
よ

う

に

、

既

存

の
文

脈

を

断

ち

切

る
た

め

、

思

考

を

「
中

断

」

す

る

こ
と

を

、

こ

こ

で

Φ
三
蟇

一8
5

(止

め

る

、

中
断

す

る

)

と

い
う

語

が

用

い
ら

て

い
る

よ
う

に
、

ベ

ン
ヤ

ミ

ン
は

、

こ
う

し
た

思

考

の

「
中
断

」

を

出
巴
ε

コ
oq

(態

度

・
振

る
舞

い
)

と

関

連

づ

け

て

い
る
。

・

一
九

三

一
年

五
月

五

日

、

二
i

ス

の
近

郊

、

ジ

ュ
ア

ン

・
ル

・
パ

ン

で
書

か

れ

た

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

の

日

記

(H
<

心
bQ
釦
と
4
)
に

よ

れ

ば

、

こ

の

二

つ

の

言

葉

、

Φ
ヨ
『
巴
8
⇒
と

記
巴
け
⊆
昌
oq

の
関
係

に

つ
い

て
、
彼

は
、

フ

ラ

ン

ス
語

で
振

る
舞

い
を
意

味

す

る

9
一ξ
お

が

「
歩

く
」

と

い
う

動

的

な

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

持

つ

の
に

対

し

て
、

ド
イ

ツ
語

の

缶
巴
ε

5
0q

は
、

「
止
ま

る
」

と

い
う

静

的

な

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

含

ん

で

い
る
と

い
う

こ

と

か

ら
連

想

し

て
、

ド

イ

ツ
語

の

閏
餌
一け
篝

αq

(態

度

.
振

る
舞

い
)

は

、
中

断

し

、

止

ま

る

(7
巴
8
P

Φ
ぎ
7
巴
け
Φ
旨
)
こ
と

に

よ

っ

て
得

ら

れ

る

、
と

い
う

こ
と

を

思

い
め

ぐ

ら

し

て

い
る

。

こ

の
よ

う

な

連

想

の

背

景
と

し

て

、
ひ

と

つ
に
は

、

ベ

ン
ヤ

ミ

ン

の

『ド

イ

ツ
悲

劇

の
根

源
』

(一
㊤
N
α
)

の
冒

頭

に
あ

る

「
ト

ラ
ク

タ

ー
ト

の
概

念
」

(H
b。
O
刈
)
(,
)
と

の

つ
な
が

り

が

見

逃

せ
な

い
で
あ

ろ
う

。

こ

こ

で
ト

ラ
ク

タ

ー

ト

と
呼

ば

れ

て

い
る
も

の
は

、

哲

学

的

真

理
を

叙

述

す

る
ひ

と

つ

の
形

式

と

し

て
取

り
上

げ

ら

れ

て

い
る
。

(H
N
O
刈
)
そ

れ

は

、

権

威

あ

る
引

用

文

に

よ

る

「
迂

回
路

と

し

て

の
叙

述
」

(H
N
O
Q。
)
で
あ

り

、

そ

の
第

一
の

特

徴
と

し

て
は
、

菩

心図

を

不
断

に
押

し
進

め

て

い
く

こ
と

の
断

念
」

(H
N
O
。。
)
が

指

摘

さ

れ

て

い
る
。

も

ち

ろ

ん
、

こ
れ

は

、

引

用

す

る

た

め

の
も

と

の
文

脈

の

ベ ンヤ ミ ン とブ レ ヒ ト113



「中
断
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
引
用
を
受
け
入
れ
る
側
に
お
け
る
思
考
の

「中
断
」

で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
思
考
は
、

一
気
に
そ
の
道
を
進
ん
で
い
く
の
で
は
な
く
、

絶
え
ず

一
息
入
れ
て
新
た
に
考
え
直
さ
れ
、
迂
回
路
を
経
て
再
び
本
題
に
戻

っ

て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
個

々
の
叙
述
は
、
異
質
な

も
の
を
も
含
ん
だ
引
用
の

「
モ
ザ
イ
ク
」
(ま
莚
●)
と
な
る
の
だ
が
、
モ
ザ
イ
ク

画
が
そ
の
全
体
で
ひ
と
つ
の
絵
柄
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
、
「モ
ザ
イ
ク
」

な
叙
述
に
よ

っ
て
も
あ
る
真
理
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

い

う
の
で
あ
る
。

こ
の
ト
ラ
ク
タ
ー
ト

の
思
考
法
を
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
、
彼
の
歴
史
叙
述
に
も
継

承
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
引
用
文

(H
刈O
N)
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
思
考
法
の
前
提
と
な
る

「中
断
」
、
及
び
、
こ
の

「中
断
」
を
経
て
歴
史
叙

述
の
対
象
を
導
き
出
す
方
法
に
は
、
ベ
ル
ト
ル
ト

・
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
詩
的
演

劇
に
対
す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
理
解
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
「身
振

り
」
的
な
演
劇
で
あ
る
ブ
レ
ヒ
ト

の
叙
事
詩
的
演
劇
の
基
盤
に
は
、
「身
振
り
」

を
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
取
り
出
す
た
め
の
筋
の

「申
断
」
が
あ
り
、
こ

の

「中
断
」
が
、
さ
ら
に
、
テ
キ

ス
ト
の

「引
用
」
を
可
能
に
す
6
も
の
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
造
形
の
な
か
の
根

本
的
な
や
り
方
で
あ
り
、
芸
術
の
領
域
を
は

る
か
に
越
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
見
な
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
(HH
器
①
)
(6)
つ
ま
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
詩
的
演
劇

に
お
け
る

「中
断
」
を
、
彼
の
歴
史
叙
述
を
可
能
に
す
る
も
の
の
ひ
と

つ
と
し

て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

2

ブ

レ
ヒ
ト
と

ベ
ン
ヤ
ミ

ン

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ブ
レ
ヒ
ト
に
対
す
る
評
価
は
、

一
九
三
四
年
に
パ
リ
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
研
究
所
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
行

っ
た

『生
産
者
と
し
て
の
作
家
「
,)
に
最

も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
講
演

の
中
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
共
産
主
義

に
共
感
す
る
だ
け
の
知
識
人
、
つ
ま
り
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
か
た
わ
ら
に

自
己
の
場
所
を
見
出
そ
う
と
、
作
家
と
し
て
の
信
念
に
従
う
だ
け
で
、
現
時
点

で
の
生
産
過
程
に
お
け
る
立
場
を
少
し
も
考
慮
し
な

い
知
識
人
を
批
判
す
る
。

(HH
①
曾
)
そ
の
よ
う
な
知
識
人
に
対
し
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
芸
術
家

の
活
動
は
そ

れ
が
含
ま
れ
て
い
る
生
産
機
構
そ
の
も

の
の
変
革
を
同
時
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
言
い
出
し
た
人
で
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
制
作
方
法
を
も
中
止
す
る
。

こ
う
し
た
目
論
見
の
な
か
に
あ
る
ブ
レ
ヒ
ト
の
叙
事
詩
的
演
劇
は
、
そ
れ
ゆ
え
、

す
で
に
、
芸
術
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
な

い
社
会
変
革
を
目
指
す
も

の
、
あ
る
い

は
、
機
能
転
換
さ
れ
た
芸
術
と
い
う
意
味
で
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
意
に
叶

っ
た
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

引

用

可

能

な

身

振

り

ベ

ン

ヤ

ミ

ン
は

、

ブ

レ

ヒ
ト

の
演

劇

論

に

つ

い
て
書

い
た

『叙

事

詩

的

演

劇

と

は
何

か

(初

稿

)
』

(一
㊤
G。
一
)
〔、
)
の
な

か

で
、

叙

事

詩

的
演

劇

は

、

筋

を

展

開

す

る

こ
と

よ

り

も

、

状

況

を

発

見

・
異

化

す

る
た

め

に

、

出

来

事

の
流

れ

を

「
中
断

」

(¢
暮

興
σ
お
o
げ
巷

oq
)
す

る
と

い
う

。

こ

れ

は
、

実

際

に

は

、
芝

居

の
進

行

が
止

め

ら

れ

る

(⊆
づ
け
Φ
『
げ
同
Φ
O
げ
Φ
昌
)
こ

と

を

意

味

す

る
。

ブ

レ

ヒ

ト
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戯
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『母

(伍
一Φ
ζ
⊆
け冖Φ
「)』
す
)
が
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
上
演
さ
れ
た
際
に
、
上
演
者
で
あ

っ
た
労
働
者
劇
団

「シ
ア
タ
i

・
ユ
ニ
オ
ン
」
に
宛
て
た
ブ
レ
ヒ
ト
の
手
紙
を

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な

「中
断
」
の
機
能
は
、

ブ
レ
ヒ
ト
の
芝
居
に
お
い
て
は
、
「
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
台
詞
の
効
果
が
生
じ
る
ま

で
待
た
れ
、
そ
し
て
、
明
る
み
に
出
さ
れ
」
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「待

っ
た
の
は
、
観
客
が
天
秤
ば
か
り
に
台
詞
を
載
せ
る
ま
で
の
あ
い
だ
で
あ

っ

だ
」

の
で
あ
る
。
ハm
)

ブ
レ
ヒ
ト
が
舞
台
で
目
指
し
て

い
た
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
演
劇
や
オ
ペ
ラ
を

支
配
し
て
い
た
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
世
界
に
対
し
て
、
現
実
社
会
の
か
ら
く
り

を
暴
露
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
態
度
決
定
を
観
客
に
迫

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
観
客

が
自
己
の
態
度
決
定
を
す
る
く
あ
い
だ
V
、

芝
居
の
進
行
を
止
め
よ
う
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
役

者
を
直
接
観
客
に
向
か
わ
せ
、
状
況
を
説
明
す
る
た
め
の
ソ
ン
グ
や
文
字
幕
を

使

っ
て
芝
居
の
流
れ
を

「中
断
」
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
演
劇
の

基
礎

で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
演
劇
論
に
お
け
る

「感
情
移
入
」
を
阻
害
す

る
℃
そ
し
て
、
演
じ
ら
れ
た
芝
居

の
な
か
か
ら
見
出
し
得
る
現
実
の
社
会
的
な

関
係
に
対
し
て
、
観
客
が
客
観
的

に
、
す
な
わ
ち
、
直
接
審
査
を
下
す

「専
門

家
の
よ
う
な
関
心
」
(HH
紹
b」)
を
持

っ
て
自
ら
判
断
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
の
で

あ
る
。

こ
の

「
中
断
」
を
通
じ
て
観
客
の
頭
に
入

っ
て
く
る
の
は
、
個
々
の
場
面
で

俳
優
が
演
じ
る

「身
振
り

O
Φ
ωε
ω」
で
あ
る
。
こ
の
演
技
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に

よ
る
と
、
「そ
の
人
工
的
な
装
置
に
倣

っ
て
、
内
部
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
に
形

作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(HH
α
ωN
)
と

い
う
。
つ
ま
り
、
技
術
的
に
は
、
大

袈
裟
に
感
情
を
吐
露
し
た
り
、
す

っ
か
り
そ
の
役
に
成
り
き

っ
た
り
す
る
よ
う

な
演
技
で
は
な
く
、
ひ
と
び
と
が
日
常
の
お
し
ゃ
べ
り
の
中
で
自
分
が
見
聞
き

し
た
も
の
を
誰
か
に
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
し
ば
し
ば
模
倣
さ
れ
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
や
も
の
の
振
る
舞

い
が
そ
の
基
本
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
レ
ヒ
ト

の
言
葉
で
い
え
ば
、
「生
き
生
き
と
し
た
、
俗

っ
ぽ
い
、
人
間
の
共
同
生
活
か
ら

演
じ
ら
れ
た
芝
居
、
路
上
で
演
じ
ら
れ
る
芝
居
」
亘

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
模

倣
者
は
模
倣
し
て
い
る
あ

い
だ
も
決
し
て
自
分
を
見
失
わ
な
い
し
、
模
倣
さ
れ

る
も
の
に
成
り
変
わ

っ
た
り
は
し
な
い
。
2

そ
し
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
か
ら
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
芝
居
の
技
法
は
決
し
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
当
た
り
前
の
こ

と
で
、
む
し
ろ
、
大
げ
さ
な
せ
り
ふ
や
振
る
舞

い
の
方
が
不
自
然
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「身
振
り
」
と

い
う
の
は
、
観
衆
か
ら
見
て
も
そ
の
構
造
が
明

ら
か
に
見
て
取
れ
、
引
用
し
う
る
よ
う
な

「シ
ン
プ
ル
な
」
演
技
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
こ
の

「身
振
り
」
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
理
念
と
な

っ
た
振
る
舞

い
を

表
現
し
よ
う
と

い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
典
型
で
あ

っ
て
も
、
特

殊
な
状
況
に
結
び

つ
け
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
あ
く
ま
で
具
体
的
な
表
現

な
の
で
あ
る
。

こ
の

「身
振
り
」
を
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
既
に
、

一
九
三
〇
年
の
ブ
レ
ヒ
ト

に
つ
い
て
の
ラ
ジ
オ
講
演

(.
)
の
な
か
で
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
新
し
い
振
る
舞
い
、
す

な
わ
ち
、
「学
び
得
る
」
振
る
舞
い
と
し
て
、
彼
の
仕
事

の
主
題
と
み
な
し
て
い

る
。
こ
の
講
演
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
当
時
の
最
新
作
で
あ
る

『試
み

(<
興
ω
⊆
oげ
⑦)』

と

い
う
シ
リ
ー
ズ
を
中
心
と
し
た
ブ
レ
ヒ
ト
批
評
で
あ
る
が
、
そ
の

『試
み
』

の
な
か
の

『
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
談
義
』
へ、)
は
、
「身
振
り
を
引
用
可
能
に
す
る
」

た
め
の

「試
み
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
コ
イ
ナ
ー
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さ
ん
と

い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
振
る
舞
い
か
ら
得
ら
れ
る
人
物
像
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
よ
れ
ば
、
「誰
も
が
出
く
わ
す
人
、
誰
に
で
も
属
す
る
人
」
で
あ
り
、
「指

導
者

(害

畔
興
)」
で
あ
る
と
い
う
。
(H
O
①卜。)
そ
れ
は
語
源
的
に
も
〈
コ
イ
ノ
ー

ス
六
9
ぐ
o
"
〉
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
が
、
「普
遍
的
な
も
の
、
誰
で
も
が
出
く
わ
す

も
の
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
属
す
る
も
の
」
と
い
う
意
味
を
持

つ
こ
と
か
ら
も
解

釈
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う

「指
導
者
」
と
は
、
あ
の
ヒ
ト
ラ

ー
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「冷
や
か
に
、
他
人
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
考
え
る
」
と

い

う
態
度
を
意
味
し
て
い
る
。
(H一
〇
①
ω)
し
か
も
、

コ
イ
ナ
ー
さ
ん
は
、
そ
の
振
る

舞

い
を
示
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
人

々
の
ま
わ
り
を
経
巡

っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
テ

ー
ゼ
や
世
界
観
を
可
能
な
限
り
徹
底
的
に
問
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が
虚
構
で

あ
る
こ
と
を
人
々
に
は

っ
き
り
分
か
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
連
れ
て
行
く
思
考
、

と

い
う
意
味
に
お
い
て
指
導
者

で
あ
る
、
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

い
う
の
で
あ
る
。

(口
①
O
ωh●)

ブ
レ
ヒ
ト
自
身
、
こ
の
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の
あ
る

「身
振
り
」
を
、
『ガ
リ
レ
イ

の
生
涯

(初
稿
)
』
(一Φ
ω。。＼
ω
Φ)
〔婚
v
の
な
か
で
法
皇
庁
の
抑
圧
に
屈
す
る
ガ
リ
レ

イ
の
振
る
舞
い
に
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
『
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
談
義
』
に
あ
る

「暴
力
に
対
す
る
対
処
」
多

と
い
う
話
に
お
け
る
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の

「身
振
り
」

で
あ
る
。
こ
の
話

で
は
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
は
会
堂
で
暴
力
に
対
す
る
反
対
表
明

を
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
聴
衆
が
後
ず
さ
り
を
し
て
逃
げ
て

い
く
の
で
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
は
自
分
の
背
後
を
振
り
返
る
。
す
る
と
、
そ
こ
に

は
、
「暴
力

(O
Φ≦
9
犀
と

が
立

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「暴
力
」
に
直
面
し

た

コ
イ
ナ
ー
さ
ん
は
、
早
速
、
自

分
の
意
見
を
撤
回
し
て
、
そ
の
場
を
立
ち
去

っ
て
い
く
。
こ
の
場
合
の
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の
振
る
舞
い
は
、
暴
力
よ
り
長
く
生

き
延
び
る
た
め
の

「身
振
り
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
話
の
後
半
部
分
で
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
は
そ
の
弟
子
に
ひ
と
つ
の
寓
話

曾

を
話
す
の
だ
が
、
そ
の
寓
話
は
登
場
人
物
の
名
前
を
変
え
て
ガ
リ
レ
イ

の
口
か

ら
も
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ガ
リ
レ
イ
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
学
説
を
天
体
観
察

に
よ
っ
て
証
明
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
端
審
問
所
は
や
は
り

コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
の
理
論
を
禁
書
目
録
に
載
せ
て
し
ま

い
、
そ
の
た
め
に
、
ガ
リ
レ
イ
も
沈
黙

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
で
騒
が
れ
て
い
た
太
陽

の
黒
点
の
研
究
を
、
ガ
リ
レ
イ
も
始
め
る
べ
き
で
は
な

い
か
、
と

い
う
彼
の
弟

子
た
ち
の
意
見
に
答
え
る
た
め
で
あ

っ
た
。
太
陽
黒
点
の
観
測
は
太
陽
の
自
転

の
証
明
に
つ
な
が
る
の
で
、
再
び
法
皇
庁
を
刺
激
し
か
ね
な

い
こ
と
は
、
ガ
リ

レ
イ
自
身
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
ガ
リ
レ
イ
に
し
て
み
れ
ば
、
法
皇
庁
に
よ

っ
て
研
究
が
禁
じ
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
処
刑
さ
れ
た
り
し
て
は
、
元
も
子
も
な

い
の
で
、
戦
略
的
に
暴
力
に
屈
し
、
生
き
延
び
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
ガ
リ
レ
イ
は
、
科
学
者

で
も
あ
る
法
皇

の
即
位
に
触
発
さ
れ
て
、
天
体
観

測
を
再
開
す
る
が
、
結
局
は
、
異
端
審
問
所
で
自
説
撤
回
に
追

い
込
ま
れ
る
。

こ
の
と
き

の
ガ
リ
レ
イ
の
振
る
舞
い
に
、
前
述
の
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の

「身
振
り
」

が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ガ
リ
レ
イ
は
異
端
審
問
所

の
囚
人

と
し
て
生
き
延
び
る
な
か
で
、
法
皇
庁

の
目
を
盗
ん
で
自
分
の
著
作
を
完
成
さ

せ
、
そ
れ
を
彼
の
弟
子
は
こ

っ
そ
り
と
持
ち
出
し
、
イ
タ
リ
ア
の
国
境
を
越
え

て
い
く
の
で
あ
る
。

ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇

こ
う
し
た
叙
事
詩
的
演
劇
に
お
け
る

「身
振
り
」
は
、
俳
優
の
演
技
法
か
ら
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出
発
し
て
、
さ
ら
に
作
品
の
構
成
要
素
に
な
る
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
そ
の

「引

用
可
能
性
」
の
効
果
を
強
め
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
教
育
劇
に
お
い
て
、
こ
の

手
法
は
、
「ひ
と

つ
の
も

っ
と
も
繊
細
な
芸
術
的
手
法
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

.「も

っ
と
も
手
近
な
目
的
」
と
な
る
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
指
摘
す
る
。
(HH
α
ω
①)

ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
は
、
形
式
的
に
は
、
彼
の
叙
事
詩
的
演
劇
を

「教
育
的
」

に
す
る
た
め
に
、
内
容
的
に
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
教
育
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、

極
端
な
形
式
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ

て
い
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
ブ
レ
ヒ
ト
が

「
ベ
ル
リ
ン
株
式
新
聞
」
の
演
劇
作
家
に
対
す
る
γ
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
、
「新

し
い
目
的
が
新
し
い
芸
術
を
創
る
。
こ
の
新
し
い
目
的
と
は
、
教
育
学
で
あ
る
」

(一
Φb。り
)
蠶

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
教
育
劇
で
は
美
食
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
芸
術

に
対
し
て

「教
育
」
と
い
う
機
能
的
な
演
劇
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
「こ
の
意
味

で
、

ベ
ン

ヤ

ミ

ン
が

、

『あ

る

コ
ミ

ュ

ニ
ズ

ム
教

育

学

』
(お
b。
㊤
)
奪

i

こ
れ

は

、

エ
ド

ヴ

イ

ン

・
へ
ー

ン
レ

の

『プ

ロ

レ
タ

リ

ア
教

育

の
根

本

問

題

』

(一
Φ
b。
㊤
)
の
書

評
で
あ
る
が
ー

で
述
べ
て
い
る
教
育
に
対
す
る
見
解
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育

劇
に
お
け
る
目
論
見
と
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
る
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
教
育
も
し
く
は

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
教
育

は
、
基
本
的
に
は
、
大
衆
教
育
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
書
評

の
な
か
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
教
育
は
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
に
属
す
る
者
の
た

め
の
教
育
で
あ
り
、
彼
ら
が
そ
の
階
級
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
す
る
意
識

を
研
ぎ
澄
ま
せ
る
と

い
う
意
味
で
、

「階
級
闘
争
の
機
能
」
(HH
b。
O
。。)で
あ
る
と

い
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
で
だ
け
で
な
く
、
「教
育
は
、
革
命
的
な
目
標
に
尽
く
し

て
、
与
え

ら
れ
た
環
境
を

の
こ
ら
ず
利
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
。

(一ぴ
置
●)
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
に
対
立
す
る
階
級
闘
争

へ
向
か
う
意
識

を
育
て
る
だ
け
で
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
教
育
に
お
け
る

「
理
論
と
実
践
の
亀
裂

状
態
」
(一互
巳
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
教
育
の
専
門
化
で
は
な
く
総
合
化
が
必

要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
排
他
的
な
専
門
教
育
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ

る
状
況
に
対
応

で
き
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
合
的
な
行
動
力
を

育
て
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
は
い
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
ま
た
ブ
レ
ヒ
ト
も
、
専
門
的
な
知
識
を
否
定
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
ブ
レ
ヒ
ト
が
、
ス
ポ
ー
ツ
を
観
戦
す
る
人
々
の
よ
う
に

劇
場
の
観
客
も
演
劇

の
専
門
家
と
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
(目

認
bQ
)、

む
し
ろ
、
状
況
に
対
応
で
き
る
判
断
力
を
持
つ
と
い
う
点
で
は
、
専
門
家
の
振

る
舞

い
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
(2。
)た
だ
し
、
そ
れ
は
社
会
的
を
連
関
を
欠
い
た

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
教
養
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
(ま
一α

・)
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
ブ
レ

ヒ
ト
の
教
育
劇
に
よ

っ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
し
て
い
た
の
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
革
命
に
至
る
た
め
の
、
状
況
判
断
や
状
況
に
即
し
た
振
る
舞
い
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
観
点
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
教
育
あ
る

い
は
大
衆
教
育
に
お
い
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
が
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の

で
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
学
び
取
る
方
法
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

『叙
事
詩
的
演
劇
と
は
何
か

(初
稿
)』

に
お

い
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
は

「傾
向
劇
が
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

叙
事
詩
的
演
劇
を
経
由
す
る
迂
回
路
で
あ
る
」
(HH
紹
①)と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

教
育
劇
の
方
法
は
迂
回
的
で
あ

っ
て
、
直
接

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
教
示
す
る
も
の

で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
、
「迂
回
路
」
と

い
う
の
は
ト
ラ
ク
タ
ー
ト

と
い
う
叙
述
方
法
の
特
徴
で
あ
り
、
言
い
換
え
の
き
か
な
い
真
理
の
輪
郭
に
合
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わ
せ
、
そ
の
外
側
を
引
用
文
で
埋
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
真
理
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
よ
う
と
す
る
方
法
を
意
味
し

て
い
る
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命

へ
の

道
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
に
お

い
て
は
、
「身
振
り
の
引
用
」
に
よ

っ
て
間
接

的
に
の
み
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
教
育
劇
に
お
け
る

「
身
振
り
の
引
用
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ

ば
、
叙
事
詩
的
演
劇

の
な
か
で
も

、
そ
の
舞
台
装
置
の
簡
潔
さ
ゆ
え
の
役
割
交

換
の
容
易
さ
、
と
い
う
点
で
際
立

っ
て
い
る
と
い
う
。
(目
α
ω①
)
そ
し
て
、
こ
の

役
割
交
換
の
可
能
性
は
、
と
り
わ

け
、
教
育
劇

『処
置
』
藝

に
お
い
て

「共
産

党
の
若

い
同
志
」
と

い
う
ひ
と
つ
の
役
が
複
数
の
演
技
者
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ

る
こ
と
に
よ

っ
て
よ
り
強
め
ら
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『処
置
』
の
舞
台
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
A
B
C
を
伝
え
る
た
め
に
モ
ス
ク

ワ
か
ら
中
国

へ
行
き
、
革
命
を
成

功
さ
せ
て
帰

っ
て
き
た
四
人
の
ア
ジ
テ
ー
タ

…
が

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
コ
ー
ラ
ス
を
前
に
活
動

の
報
告
を
す
る
形
で
進
行
し
て
い

く
。
そ
し
て
、
こ
の
四
人
の
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
た
ち
は
、
彼
ら
に
同
行
し
た
若
い

同
志
が
活
動
の
妨
げ
に
な

っ
た
た
め
殺
害
し
た
旨
を
述
べ
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
コ

ー
ラ
ス
に
そ
の
判
断
を
仰
ぐ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
蓼

こ
の
若

い
同
志
は
、
最

初
は
、
国
境
越
え

の
道
案
内
人
と

い
う
意
味
の
局
9
ξ
臼

參

の
役
割
を
担

っ
て

ア
ジ
テ
ー
タ
ー
た
ち
に
同
行
す
る
の
だ
が
、
国
境
を
越
え
る
と
、
労
働
者
を
組

織
す
る
た
め
の
聞
爵

居奠

と
し
て
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
た
ち
と
と
も
に
活
動
す
る
。
つ

ま
り
、
は
じ
め
は
あ
る
知
識
を
提
供
す
る
も

の
と
し
て
、
し
か
も
、
導
き
手
と

し
て
現
れ
る
の
だ
が
、
道
案
内
が
必
要
で
な
く
な

っ
た
と
こ
ろ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ス

ト
に
な
る
と

い
う
、
状
況
に
応
じ
た
機
能
転
換
を
行

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
若

い
同
志
の
身
上
に
起
こ
る
出
来
事

の
可
能
性
は
、
す
で
に
彼
が
舞
台
に
登
場
し

た
と
き
の
台
詞
に
見
て
取
れ
る
。

私
の
胸
は
革
命
の
た
め
に
高
鳴
る
。
不
正
の
光
景
は
私
を
闘
う
者
の
戦
列

へ

と
駆
り
立
て
る
。
人
間
は
人
間
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
自
由
に

賛
成
だ
。
私
は
人
間
性
を
信
じ
る
。
そ
し
て
、
私
は
階
級

の
な
い
社
会
の
た

め
に
搾
取
と
無
知
の
た
め
に
闘
う
共
産
党
の
処
置
に
賛
成
す
る
。
(璽

こ
の
よ
う
に
、
若

い
同
志
は
、
生
来
、
情
熱
的
な
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
で
あ

っ

て
、
正
義
感
か
ら
コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
に
共
感
を
覚
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
道
案
内

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は

「知
識
」
あ
る
い
は

「知

識
人
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
確
か
に
、
彼
は
ア

ジ
テ
ー
タ
ー
た
ち
が
党

の
支
部
を
訪
ね
て
き
た
と
き
に
は
す
で
に
そ
こ
で
働

い

て
い
る
の
だ
が
、
最
初
に
彼
ら
と
行

っ
た
対
話
で
は
ま
だ

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
正

し
く
理
解
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
や

コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
を
組
織
す
る
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
理
解
せ
ず
に
、
感
情
的
に

コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
知
識
人
像
が
そ
こ
に
は
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
若
い
同
志
は
、
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
た
ち
の

「同
情
は
だ
め
だ
」
と

い
う
忠
告

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
、
労
働
者
に
同
情
し
て
自
分
の
組
織
上
の
役
目
に
こ

と
ご
と
く
失
敗
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
情

か
ら
行
動
す
る
、
道
案
内
人
の
意
味
で
の
「
二
再
興

が
、
教
育
劇

『例
外
と
原
則
』

多

に
も
登
場
す
る
。

こ
の
道
案
内
人
は
、
荷
役
夫
ク
ー
リ
ー
と
同
様
に
旅
行
中
の
商
人
に
雇
わ
れ

て
い
た
の
だ
が
、
道
案
内
が
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
不
法
地
帯
の
砂
漠
を
目
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前
に
し
て
、
疑
心
暗
鬼
に
な

っ
た
商
人
に
よ

っ
て
解
雇
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、

道
案
内
人
は
砂
漠
で
起
こ
る
ク
ー
リ
ー
の
殺
害
事
件
、
言
い
換
え
る
と
、
資
本

家
で
あ
る
商
人
と
労
働
者
で
あ
る
ク
ー
リ
ー
の
生
産
関
係
上
の
対
立
か
ら
距
離

を
置
く
こ
と
に
な
る
。
事
件
後
の
裁
判
で
、
ク
ー
リ
ー
を
殺
害
し
た
商
人
が
主

張
す
る
正
当
防
衛
に
対
し
、
こ
の
道
案
内
人
は
、
ク
ー
リ
ー
が
商
人
に
差
し
出

し
た
の
は
、
商
人
を
殴
り
殺
す
た
め
の
石
で
は
な
く
、
道
案
内
人
が
ク
ー
リ
ー

に
隠
し
持
た
せ
た
水
筒
で
あ

っ
た

こ
と
を
法
廷
で
証
明
す
る
。
こ
の
証
言
は
裁

判
で
認
め
ら
れ
る
が
、
多
商
人
を
有
罪
に
す
る
の
に
は
役
に
立
た
な
い
。
と

い

う

の
も
、
ク
ー
リ
ー
が
階
級
を
異

に
す
る
商
人
と
水
を
分
け
合
お
う
と
す
る
こ

と
は
例
外
的
な
こ
と
で
あ
り
、
商
人
に
と

っ
て
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ

っ

た
の
は
当
然

で
、
商
人
が
水
筒
を
石
と
誤
解
し
た
こ
と
は
正
当
と
み
な
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

労
働
者
で
あ
る
ク
ー
リ
ー
に
、
知
識
を
持

っ
た
道
案
内
人
は
、
商
人
に
水
を

分
け
て
も
ら
え
な

い
だ
ろ
う
か
ら
と
い
っ
て
水
筒
を
隠
し
持
た
せ
て
や
る
。
し

か
し
、
ク
ー
リ
ー
は
彼
な
り
の
保
身
術
か
ら
水
筒
を
商
人
に
差
し
出
し
て
し
ま

う
。

つ
ま
り
、
労
働
者
に
示
し
た
知
恵
や
知
識
も
そ
の
ま
ま
で
は
誤
用
さ
れ
た

り
、
あ
る
い
は
、
労
働
者
に
と

っ
て
は
命
の
水
で
あ

っ
て
も
資
本
家
に
と

っ
て

は
彼
を
殺
害
す
る
た
め
の
石
で
し
か
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
関
係
や
そ

れ
ぞ
れ
の
利
害
も
理
解
せ
ず
に
、
気
持
ち
ば
か
り
寄
せ
て
い
る
、
こ
う
し
た

「若

い
同
志
」
や

「道
案
内
人
」
と
し
て
現
れ
る
岡
二
年
興

は
、
当
時
の
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
知
識
人
像
を
連
想
さ
せ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
が
ど
こ
ま
で
意

図
的
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
彼
が

「人
々
の
上

に
支
配
し
て
い
る
社
会
的
法
則
が
は

っ
き
り
見
て
取
れ
る
よ
う
な
振
る
舞

い
」

蓼
を
舞
台
に
描
き
出
ぞ
う
と
し
て
生
み
出
し
た
、
そ
の
最
も
極
端
な
試
み
で
あ

る
教
育
劇
に
お
け
る

「迂
回
的
」
な
手
法
は
、
彼
の
目
的
の
輪
郭
を
形
取
る
た

め
に
周
囲
を
埋
め
る

「身
振
り
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
同
時
に
、
彼
自
身
を
取
り

巻
く
状
況
も
正
確
に
映
し
出
す
方
法
に
他
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

主
体
の
問
題

ヘ

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

『左
翼
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
』

(一〇
ω
O)
の
な
か
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

左
翼
知
識
人
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ズ
ム
の
理
念
に
対
す
る
共
感
を
商
品
化
し
て
、
結

局
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
生
産
機
構

の
な
か
で
、
そ
の

「精
神
的
財
産
の
痕

跡
」
(HHH
bQQ。
一)
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
に
政
治
的
な
立
脚
点
は
な

い
と
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
情
感
に
訴
え
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
生
産
関

係
の
な
か
に
お
け
る
作
品
の
機
能
を
問
題
に
し
た
の
が
ブ
レ
ヒ
ト
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
実
際
の
作
家
活
動
に
つ
い
て
の
ブ
レ
ヒ
ト
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の

見
解
は
必
ず
し
も

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
參

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

一
九

三
〇
年
か
ら
三

一
年
に
か
け
て
、
ブ
レ
ヒ
ト
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ

ら
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
た
、
「危
機
と
批
評
」
と
い
う
刊
行
に
は
至
ら

な
か
っ
た
雑
誌
の
計
画
か
ら
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
雑
誌
の
企
画
に
つ
い
て
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
最
初
の
意
図
は
、
時
間
的
に

は
後
に
な
る
が
、
彼
が
編
集
委
員
を
辞
退
し
た
と
き
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
宛
て
た
手

紙
で
次
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
雑
誌
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
陣
営
出
身

の
専
門
家
が
学
問
と
芸
術
に
お
け
る

危
機
の
叙
述
を
企
て
る
は
ず

の
機
関
と
し
て
計
画
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
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ジ

ョ
ワ
知
識
人
に
、
弁
証
法
的
唯
物
論
の
方
法
は
彼
ら
に
対
し
て
彼
ら
固
有

の
必
然
性
に
よ
っ
て
1

精
神

的
生
産
と
研
究
の
必
然
性
、
さ
ら
に
は
存
在

の
必
然
性
に
よ
っ
て
も
1

課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
、
と

い
う
意
図

に
お

い
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
知
識
人

が
そ
の
固
有
の
も

の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
問
題
に

弁
証
法
的
唯
物
論
を
適
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
役

立

つ
べ
き
だ

っ
た
。
參

当
時
の
時
代
状
況
を

「プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
権
力
掌
握
前

の
状
態
」

(≦
ゆ
〉

↓
ωb。
お
O
)
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
知
識
人
の
存
在
を
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
革
命

へ
の
必
然
的
な
過
程
の

一
機
能
と
し
て
捉
え
、
ま
さ
に
そ
れ

を
認
識
す
る
こ
と
こ
そ
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
場
合
、
指
導
的
立
場
は
、
知
識
人
の
課
題
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト

に
帰
せ
ら
れ
、て
い
る
。
雑
誌
計
画

の
会
合
に
お
い
て
も
、
知
識
人
に
要
請
さ
れ

る
こ
と
は
、
権
力
掌
握

の
と
き
に
、
工
場
に
行

っ
て
、
そ
こ
で
役
に
立
ち
、
彼

ら
に
割
り
当
て
ら
れ
た
機
能
を
果
た
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
(bd
bd
>

b。
一
ミ
8
)

い
か

な

る

知

識

人

い
ま

や
講

壇

に
登

っ
て
、

要

求

す

る

こ
と

は

許

さ
れ

な

い
。

そ

う

で

は

な

く

、

公

衆

の

コ

ン
ト

ロ
ー

ル

の
も

と

で
働

か

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

は

、
指

導

で
は

な

い
。

(bd
bd
>

N
一
刈
＼
O
虧
)

そ
れ
に
対
し
て
、
組
織
化
の
必
要
を
考
え
る
ブ
レ
ヒ
ト
は
、
「機
能
を
行
使
し

よ
う
と
す

る
の
な
ら
ば
、
指
導
者
と

い
う
立
場
が
必
要

で
あ
る
」
(しd
じd
>

201

b。
一ミ
O虧
)
と
知
識
人
の
指
導
的
立
場
を
主
張
す
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
、
前

述
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

「
二
畔
興

で
は
致
命
的
な
失
敗
を
犯
し
て

し
ま
う
こ
と
が
明
ら
か
な
よ
う
に
馬
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
知
識
人

に
よ
る
指
導
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
。
そ
う

で
は
な
く
、
教
育
劇

『処
置
』

の
草
稿
で
は
、
党
の
支
部
長
に
あ
た
る
人
物
が

〆
Φ篝

奠

で
あ
り
、
へ3D)ま
た
、

ブ
レ
ヒ
ト
の

『
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
談
義
』
が
振
る
舞

い
を
学
ぶ
た
め
の
試
み
と
し

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の
よ
う
な
振
る
舞

い
の

勾
喜
お
「
が
指
導
者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

「若
い
同
志
」
や

「道
案
内
人
」
と
は
異
な
る

「身
振
り
の

悶
§

『興
」
と
し
て

の
知
識
人
像
が
ブ
レ
ビ
ト
に
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の
振
る
舞
い
は
、
冷
や
か
に
他
人
に
惑

わ
さ
れ
ず
に
考
え
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
振
る
舞

い
を
、
雑
誌

「危
機
と
批
評
」
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
知
識
人
が
取
る
べ
き
態
度
で
あ
る
、
と

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
「雑
誌

『危
…機
と
批
評
』
に
つ
い
て
の

覚
え
書
き
」

(一りω
O
)
璽

で
、
共
同
執
筆
者
は
、
「何
か
の
分
野
に
お
け
る
専
門

家
で
あ
り
、
そ
の
振
る
舞
い
に
お
い
て
他
人
に
惑
わ
さ
れ
な

い
こ
と
」
と
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
自
身
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
コ
イ
ナ

ー
さ
ん
が
知
識
人
に
と

っ
て

「身
振
り
の
害

年
興
」
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
「身
振
り
の
閃
O
ξ
興
」
が
知
識
人
と
し
て
実

体
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
蓼

む
し
ろ
、
こ
の
ブ
レ
ヒ
ト
の
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
を
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

「
テ
ス
ト
氏
」

に
近
い
も
の
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
見
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
テ
ス
ト
氏
」



が

「激
情
に
駆
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
純
粋
な
思
索
者
」
(HH
①
Oω
)
と

い
う
思
考
の

擬
人
化
で
あ
る
よ
う
に
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
も
あ
く
ま
で
思
考
そ
の
も
の
の
表
現

と
み
な
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、

コ
イ
ナ
ー
さ
ん
は
、
そ
の
名
前
の
由
来
か
ら

「誰
で
も
が
出
く
わ
す
人
、
誰
に
で
も
属
す
る
人
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

誰
に
で
も
可
能
な
思
考
そ
の
も
の
の
擬
人
化
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
コ

イ
ナ
ー
さ
ん
は
、
特
定
の
存
在
に
固
定
さ
れ
ず
、
振
る
舞
い
に
よ

っ
て
の
み
認

識
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
に
は
不
在
性
が
備
わ

っ
て
い
る
の

で
あ

っ
て
、
特
定

の
実
在
に
具
体
化
す
る
こ
と
は
そ
の
特
性
に
矛
盾
す
る
と

い

え
よ
う
。
そ
の

一
方
で
、
そ
の

「引

用
可
能
な
身
振
り
」
は
、
誰
に
で
も
模
倣

さ
れ
う
る
振
る
舞

い
と

い
う
意
味

で
、
遍
在
性
も
備
え
て
い
る
。
こ
う
し
た

「身
振
り
の
勾
9汀

興
」

で
あ
る
思
索
者

コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の
特
性
は
、
ブ
レ
ヒ
ト

の
教
育
劇
が

コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
教
育

に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
不
在

・
遍
在
性
と

い
う
特
性
は
、
教
育
劇
の

「
爵
N奠

の
特
徴
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
育
劇

『処
置
』

の
若
い
同
志
は
、
内
容
的
に
は
は
じ
め
か
ら

殺
害
さ
れ
て
い
る
点
で
不
在
で
あ
る
し
、
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
引
用
さ
れ
た
若

い
同
志
の
身
振
り
で
あ

っ
て
、
若

い
同
志
の

役
を
担
う
役
者
億
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
芝
居
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
こ

の
若

い
同
志
は
現
実
的
に
不
在

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
若

い
同
志
は
そ
の
模

倣
さ
れ
た
振
る
舞

い
で
し
か
存
在
さ
れ
な
い
。
そ
の

一
方
で
、
教
育
劇
の
も

っ

と
も
際
立

っ
た
特
徴
で
あ
る
役
割
の
交
換
可
能
性
は
、
こ
の
若

い
同
志
の
振
る

舞

い
の
遍
在
性
を
示
し
て
い
る
。
と

い
う

の
も
、
若

い
同
志

の
振
る
舞
い
は
、

舞
台
上
で
は
す
べ
て
の
ア
ジ
テ
ー
タ

ー
た
ち
に
よ
っ
て
代
わ
る
代
わ
る
演
じ
ら

れ
、
状
況
の
再
現
の
た
め
に
模
倣
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の

「若

い
同
志
」
と
い

う
役
を
交
代
で
演
じ
る
こ
と
は
、
そ
の
役
が
他
の
人
で
も
担
え
る
こ
と
、
「身
振

り
」
が
誰
に
で
も
可
能
で
あ
る
、
と

い
う
役
割
の
交
換
可
能
性
を
強
調
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
若

い
同
志
と

い
う
の
は
、
振
る
舞

い
に

よ

っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
存
在
で
は
あ
る
が
、
ア
ジ
テ
ー
タ
i
役
に
模
倣
さ
れ

る
と
い
う
点
で
は
、
彼
ら
の

「身
振
り
の
害

葭
興
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
舞

台
の
演
技
を
見
る
な
か
で
、
振
る
舞

い
を
学
ぼ
う
と
す
る
観
衆
に
と

っ
て
も
、

「身
振
り
の
周
爵
民
興
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「身
振
り
の
害

ξ
Φ
邑

と
い
う
の

は
、
行
為
者
と
い
う
主
体
と
し
て
特
定
で
き
な
い
ゆ
え
に
不
在
で
あ
る
が
、
そ

の
振
る
舞
い
そ
の
も
の
は
、
模
倣
さ
れ
る
ゆ
え
に
遍
在
的
に
散
逸
す
る
可
能
性

を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
確
か
に
、
こ
う
し
た

「身
振
り
の
勾
9年
興
」

で
あ
る
若

い
同
志

や
道
案
内
人
は
、
未
熟
な
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
と

い
う
知
識
人
像
を
演
劇

の
中
で
映

し
出
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
現
実
社
会
に
そ
の
具
体
的
な
実
在
を
持

っ

て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
叙
事
詩
的
演
劇
の
も

っ
と
も
核

心
的
な
手
法
で
あ
る

「引
用
可
能
な
身
振
り
」
が
徹
底
さ
れ
た
教
育
劇
に
お

い

て
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
と

い
う
人
物
像
に
お
い
て
含
ま
れ
て
い
る
不
在
性
と
遍
在

性
を
備
え
た

「身
振
り
の
害

訂
Φ
「」
が
典
型
的
に
現
わ
れ
て
く
る
と

い
う
こ
と

は
、
こ
の
不
在
性
と
遍
在
性
を
持
つ
人
物
像
に
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
時
代
に
潜
在

し
て
い
た
、
現
在
の
根
源
的
形
象
が
写
し
取
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。ハ

ン
ナ

・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ブ
レ
ヒ
ト
ら

「革
命
的
少
数
派
」
は
、

「自
分
た
ち
が
明
ら
か
に
多
数
派
の
精
神
を
代
弁
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
」
(馨
と

い
う
。

つ
ま
り
、
ア
ー
レ
ン
下
か
ら
す
れ
ば
、
見

た
と
こ
ろ
、
ま
だ
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
伝
統
的
な
階
級
社
会
の

秩
序
は
、
す
で
に
実
質
的
に
は
崩
壊
し
て
い
て
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
た
ち
自
身

も
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
知
識
人
は
、
相
変
わ
ら
ず
そ
れ

に
警
鐘
を
鳴
ら
す
だ
け
だ

っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
『三
文
オ
ペ
ラ
』

が
予
期
せ
ぬ
成
功
で
あ

っ
た
と

い
う
点
で
は
、
ブ
レ
ヒ
ト
自
身
は
、
観
衆
が
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
含
め
た
大
衆
化

の
過
程
に
あ
る
と
い
う
傾
向
を
読
み
取
れ
て

い
な
か

っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
知
識
人
が
、
あ
の
道
案
内

人

の
よ
う
に
、
雇
わ
れ
人
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
生
産
関
係
に
対
し
て
は
中

途
半
端
に
客
観
的
な
位
置
を
占
め

て
い
る
よ
う
に
、
結
局
、
ブ
レ
ヒ
ト
と
い
え

ど
も
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
実
体
か
ら
は
か
な
り
遠
い
位
置
を
占
め
て
い
た
た

め
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
教

育
の
た
め
に
、
ま
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
時
代

の
機
運

を
的
確
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
彼
自
身
の
認
識
と
は
異
な
る
相
貌

も
映
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と

い
う
の
も
、
教
育
劇

『処
置
』
の
な
か
で
演
じ
ら
れ
る

閃
偉
年
興

が
、
そ

の
役
割
の
交
換
可
能
性
ゆ
え
に
不
.在
で
あ
り
、
誰
に
対
し
て
も
案
内
役
と
な
る

と

い
う
点
で
遍
在
的
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
主
体

の
存
在
形
式
の
問
題
を
呈
し

て
い
る
と

い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時

の
人
々
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
欺
瞞
や
抑

圧
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
、
階
級

社
会
で
貼
ら
れ
て
い
た
レ
ッ
テ
ル
を
は
が
そ

う
と
、
無
名
性
と
自
己
放
棄
を
求
め
、
社
会
的
な

一
機
能
に
没
し
よ
う
と
し
た
、

と
ア
ー
レ
ン
ト
は
指
摘
す
る
。
蓼

そ
の

一
方
で
、
「私
は
何
も

の
か
?
」
と
い

う
問
い
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
、

「は
じ
め
て
大
西
洋
横
断
飛
行
を
や
り
遂
げ

た
人
間
」
、
と

い
う
よ
う
に
行
為
に
よ

っ
て
答
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
壅

確
か
に
、
あ
る
事
柄
を
行

っ
た
人
間
と

い
う
事
実
は
、
特
定
の
人
物
の
存
在
を

示
唆
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
行
為
に
よ
る
自
己
確
認
は
、
そ
の
行
為
が
他

の
人
間
で
も
可
能
で
あ

っ
た
と
い
う
機
能
面
の
強
調
に
も
な
る
。

つ
ま
り
、
知
識
人
と
し
て
で
あ
れ
、
「身
振
り
の
「
¢
ξ
奠
」

の
実
体
化
が
論

理
的
に
矛
盾
を
孕
む
よ
う
に
、
そ
の
振
る
舞
い
の
現
実
的
な
引
用
は
、
振
る
舞

い
と
い
う
行
為
の
機
能
性
に
重
点
が
置
か
れ
る
た
め
、
主
体
的
な
判
断
の
も
と

に
状
況
に
応
じ
た
振
る
舞

い
を
学
ぶ
は
ず
で
あ

っ
た
観
衆

一
人

一
人
に
お
け
る

実
体
と
し
て
の
主
体
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
本

来
の
行
為
者
で
あ
る
主
体
は
隠
さ
れ
、
害

耳
興

の
振
る
舞

い
の
み
が
繰
り
返
し

模
倣
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
引
用
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
振
る
舞
い
に
よ

っ
て
形

成
さ
れ
た
主
体
、
ま
さ
に
、
ト
ラ
ク
タ
ー
ト
的
な
叙
述
方
法

に
よ

っ
て
真
実
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る

「
モ
ザ
イ
ク
」
的
な
主
体
の
あ
り
方
が
こ
こ
で

は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
教
育
劇
に
は
、
そ

の
目
的
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ

ム
教
育
を
目
指
す
だ
け
で
な
く
、
現
在
の
根
源
を

含
み
込
め
る
手
法
的
特
性
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
知
識
人
の
社
会
的
位
置
に

つ

い
て
ブ
レ
ヒ
ト
自
身
と
は
そ
の
立
場
を
異
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ

ン
ヤ
ミ
ン
は
ブ
レ
ヒ
ト
の

「引
用
可
能
な
身
振
り
」
と

い
う
演
劇
的
手
法
を
自

身
の
叙
述
方
法
に
組
み
入
れ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

3

歴
史
的

「引
用
」
と
そ
の
パ

ロ
デ
ィ
的
特
性

ベ

ン

ヤ

ミ

ン

に

よ

れ

ば

、

「
身

振

り

」

と

い
う

の
は

、

「
あ

る

振

る

舞

い
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ー

そ
れ
は
全
体
と
し

て
は
生
き
生
き
と
し
た
流
れ
の
な
か
に
存
在

し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
ー

の
す
べ
て
の
構
成
要
素
を
厳
格
に
枠
付
け
す
る

完
結
性
」
(HH
紹
一)
を
持

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
行
為
で
あ
れ
、
テ
キ
ス
ト
で
あ

れ
、
連
続
的
な
文
脈
を

「中
断
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
始
め
と
終
わ
り
を
持

つ
、
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
り
に
し
た
も
の
が

「身
振
り
」

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

完
結
し
た
も
の
に
確
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「身
振
り
」
は
引
用
可
能
に
な
る
。

こ
の
手
法
が
、
歴
史

の
地
平
で
行
わ
れ
る
と
、
過
去
の
出
来
事
が
加
法
的
に
積

み
上
げ
ら
れ
た
歴
史

の
流
れ
を

「
中
断
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
出
来
事
の

連
鎖
と

い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
破

壊
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
流
れ
に
塗
り

つ
ぶ

さ
れ
て
い
た
過
去
の

「身
振
り
」
を
引

っ
張
り
出
す
と

い
う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴

史
叙
述
の
構
想
に
な
る
。

し
か
し
、
「か
つ
て
起
こ
っ
た
出
来
事
は
、
大
小
の
区
別
な
く
、
歴
史
に
と
っ

て
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
(H
①
逡
)
と
い
う
こ
と
が
真
理
だ
と
し
て
も
、
「解
放

さ
れ
た
人
類
に
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
過
去
が
与
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
解
放

さ
れ
た
人
類
に
お

い
て
初
め
て
、

そ
の
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
の
過
去
が
引
用
可
能
に

な
る
」
(一σ
薤
.)
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
例
え
ば
、
階
級
社

会
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
き
た
人

々
は
、
彼
ら
が
階
級
闘
争
を
克
服
し
た
段
階

に
い
た

っ
て
は
じ
め
て
過
去
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の

過
去
は
、
自
分
た
ち
が
そ
れ
に
連
な
る
歴
史
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

社
会
が
変
革
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
過
去
は
解
放
さ
れ
た
人
々
の
過
去
と
し

て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
過
去
は
そ
の
解
放
の
要
求
を
示
す
秘
密
の
ぎ
9
Φ
×

を
携
え
て
い
る
。
こ
れ
は

「索
引
」

と
も
読
め
る
が
、
何
か
が
隠
さ
れ
て
い
る

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
か

つ
て
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
が
、
そ
し
て
当
時
は
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
名
を
連
ね
た

「禁
書
目
録
」
と
も
い
え
る
。
と
い
う

の
も
、
抑
圧
さ

れ
た
過
去
も
、
権
力
の
側
が
握

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
レ
ヒ
ト

の
ガ
リ
レ
イ
の

「身
振
り
」
は
、
こ
の
禁
書
を
め
ぐ
る
振
る
舞

い
で
あ
る
。
禁

書
は
隠
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
ど
こ
に
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い

が
、
ガ
リ
レ
イ
の
振
る
舞

い
は
禁
書

の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

ガ
リ
レ
イ
を
含
む
権
力
機
構
そ
の
も
の
を
変
革
し
な
け
れ
ば
、
禁
書
を
見
出
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
解
放
の
た
め
、
あ
る
い
は
、
出
来

事
の
連
鎖
の
破
壊
に
よ
る
歴
史
叙
述
の
た
め
に
は
、
同
時
に
、
そ
の
時
代
の
社

会
的
な
支
配
関
係
や
生
産
…機
構
を
変
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
の
階
級
闘
争
は
、
『歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
四
番
目
の
テ
ー
ゼ
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
元
来
、
粗
野
で
物
質
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
闘

い
で
あ

る
。マ

ル
ク
ス
に
学
ん
だ
歴
史
家
が
い
つ
も
念
頭
に
お
い
て
い
た
階
級
闘
争
は
、

粗
野
で
物
質
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
闘
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
繊
細
で
精
神
的
な

も
の
に
と

っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
繊
細
で
精
神
的
な
も
の
は
、

勝
利
者
の
手
に
転
が
り
込
ん
で
く
る
戦
利
品
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
も
の

と
し
て
、
階
級
闘
争
の
な
か
に
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
確
信
と
し
て
、
勇

気
と
し
て
、

ユ
ー
モ
ア
と
し
て
、
狡
猾
さ
と
し
て
、
不
屈
と
し
て
、
こ
の
闘

い
の
な
か
で
生
き
生
き
と
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
も

の
は
遠

い
過
去
の
時
代
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
作
用
す
る
。
(H
①
逡
)
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つ
ま
り
、
闘

い
に
勝
ち
残
る
た
め
に
は
、
下
部
構
造
あ

っ
て
の

「洗
練
さ
れ

た
精
神
的
な
も
の
」
が
、
ガ
リ
レ
イ

の
、
そ
し
て
、
コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の

「身
振

り
」
と
し
て
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
科
学
が
理

性
の
産
物

で
あ

っ
て
、
ガ
リ
レ
イ
だ
け
に
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、

た
と
え
、
科
学
の
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
著
述
の
た
め
と
は

い
え
、
権
力
の
側

に
屈
し
た
こ
と
は
妥
当
な
政
治
的
戦
略
と
は
い
え
な

い
。
と

い
う
の
も
、
ガ
リ

レ
イ
が
科
学
を
弾
圧
す
る
権
力
機
構
に
抗
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
た
だ
ガ
リ
レ

イ
が
個
人
的
に
肉
体
的
苦
痛
を
避
け
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
科
学
者
と
い

う
も
の
は
、
た
だ
科
学
的
な
真
理

の
た
め
に
だ
け
尽
し
て
い
て
、
研
究
さ
え
さ

せ
て
も
ら
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
機
構
の
再
生
産
に
盲
目
的
に
寄
与
す
る
こ
と

と
同
じ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ガ
レ
リ
イ
自
身
が
自
己
断
罪
と

し
て
彼
の
弟
子
に
語

っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
〔鍾

そ
れ
ゆ
え
、
社
会
で
あ
れ
、
科
学
で
あ
れ
、
新
た
な
変
革
を
目
指
そ
う
と
す

る
、
彼
ら
の

「不
屈
で
、
狡
猾
で
、

ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ
る
精
神
」
も
、
真
理

を
上
着
の
下
に
隠
し
、
轂

権
力
者

の
目
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
振
る
舞
い
で
あ
る

限
り
、
既
存

の
機
構
を
温
存
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
果
て
は
、
科
学
が
権
力
に

利
用
さ
れ
、
「
火
の
玉
と
な

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
降
り
注
ぐ
」
蓼

こ
と
に
も
手

を
貸
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ガ
リ
レ
イ
に
姆
す
る
こ
の
よ
う
な
断
罪
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
『ガ
リ
レ
イ

の
生
涯
』
の
上
演
の
際
、
ブ
レ
ヒ
ト
自
身
が

コ
イ
ナ
ー
さ
ん
の
寓
話
を
削
除
し
、
最
終
幕
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

強
め
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
こ
の
改
稿
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
の
原

子
爆
弾

の
投
下
も
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
「身
振
り
」
を
歴
史
の
舞
台
で
演
じ
る

と
き
は
、
紐
解
こ
う
と
す
る
禁
書
が

い
つ
で
も
歴
史
の
勝
利
者
で
あ
る
権
力
の

側
に
落
ち
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
憂
慮
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
、
す
で

に
、
『歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
の
六
番
目
の
テ
ー
ゼ
で
、
「支
配
階
級
に
加
担

し
て
そ
の
道
具
に
な

っ
て
し
ま
う
危
機
」
(H
$
α)
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
過
去
を
歴
史
叙
述
の
対
象
と
す
る
た
め
に
、
過
去
を
支
配
す

る
機
構
そ
の
も
の
を
問
い
た
だ
そ
う
と
す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
方
法
は
、
歴
史
を

記
述
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
叙
述
の
対
象
と
し
て
近
づ
く
た
め
の
近

代
批
判
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
批
判
の
方
法
と
し
て
彼
の

「引
用
」

は
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
『歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
の

一

四
番
目
の
テ
ー
ゼ
で
、
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー
ル
は
ロ
ー
マ
を

「引
用
」
し
た
の
だ
と

い
っ
て
い
る
。
(H
刈
O
一)
そ
れ
は
、
単
に
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー
ル
の
く
振
る
舞

い
V
が
、

ロ
ー
マ
共
和
制
を
理
想
と
し
て
、
そ
れ
を
模
倣
し
た
と
い
う

の
で
は
な
く
、
そ

れ
ま
で
の
社
会
的
な
支
配
構
造
を
変
え
る
と
い
う
歴
史
的
文
脈
の
中
に
、
ロ
ー

マ
の

「身
振
り
」
を
引
用
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の

「引

用
」
は
た
だ
の
記
述
上
の
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
い
う
実
際
の
破

壊
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
破
壊
的
な
力
こ
そ
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
近

代
批
判
と
し
て
の
歴
史
叙
述
に
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
ー

「引
用
」
と
い
う
技
法
に
含
ま
れ
て
い
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
批
判
力
の
現
れ
で
も
あ

る
。ゲ

ー
テ
が
嫌

っ
た
パ
ロ
デ
ィ
は
、
文
学
の
中
で
は
、
古
典
的
な
文
学
と
は
最

も
遠
く
離
れ
た
、
性
格
的
に
は
対
極
を
な
す
位
置
を
占
め
て
い
る
と

い
わ
れ
て

い
る
。
蓼
と

い
う
の
も
、
パ
ロ
デ
ィ
は
、
「美
的
な

ユ
ー
ト
ピ

ア
」
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
価
値
実
現
の
邪
魔
を
す
る

「破
壊
」
を
企
て
る
も
の
だ
か
ら
、
と
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い
う

の
で
あ
る
。
〔、。)
こ
の
、
パ
ロ
デ
ィ
の
最
も
際
立

っ
た
効
果
は
、
破
壊
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
常
に
新
た
に
検
討
し
直
す
機
会
を
生
み
出
す
こ
と
に
こ
そ
あ

る
。
こ
う
し
た
パ

ロ
デ
ィ
の
効
果

は
、

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
、

そ
れ
ま
で
韻
文
中
心
で
あ

っ
た
パ

ロ
デ
ィ
の
形
式
が
、
散
文
パ
ロ
デ
ィ
の
形
に

な
る
こ
と
に
よ

っ
て
発
揮
さ
れ
始
め
る
。

つ
ま
り
、
パ
ロ
デ
ィ
の
散
文
化
の
結

果
、
パ
ロ
デ
ィ
は
、
そ
の
対
極
の
も
の
を
対
象
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
文
化

・

社
会
全
体
を
も
そ
の
批
判
の
射
程

に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
伴

っ
て
、
パ
ロ
デ
ィ
が
通
常
要
求
す
る
、
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
た
オ

リ
ジ
ナ
ル
に
つ
い
て
の
知
識
の
必
要
性
は
、
そ
の
度
合
い
を
弱
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

例
え
ば
、
ブ
レ
ヒ
ト
自
身
は
、
『
三
文
オ
ペ
ラ
』
(一露
Qo
)
の
制
作
意
図
と
し
て
、

そ
の
原
作
で
あ
る
ジ

ョ
ン

・
ゲ
イ

『乞
食
オ
ペ
ラ
』
(一認
QO
)
が
ヘ
ン
デ
ル
へ
の

当
て
つ
け
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ

っ
た

よ
う
な
、
パ
ロ
デ
ィ
性
を
否
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ブ
レ
ヒ
ト
ら
が
意
図
し
な

か

っ
た
と
し
て
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の

現
実
を
揶
揄
し
な
が
ら
描
写
し
、

し
か
も
、
そ
の
間
に
筋
を
中
断
す
る
た
め
、

大
衆
的
な
リ
ズ
ム
と
メ
ロ
デ
ィ
を
持

つ
ソ
ン
グ
を
挿
入
す
る
こ
と
は
、
ヴ
ァ
ー

グ
ナ
ー

・
オ
ペ
ラ
を
そ
の
高
み
か
ら
引
き
ず
り
お
ろ
す
と
同
時
に
、
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
杜
会
と
い
う
単
位
で
の

「
パ
ロ
デ
ィ
」
化
と

い
え
よ
う
。
確
か
に
、
部
分
的

に
は
、
『三
文
オ
ペ
ラ
』
で
も
、
メ
ッ
キ
ー
を
め
ぐ

っ
て
ポ
リ
ー
と
ル
ー
シ
ー
が

嫉
妬
の
炎
を
燃
や
す
場
面
も
、
モ
リ

エ
ー
ル
の

『ド
ン

・
ジ
ュ
ア
ン
』
の
中
で
、

二
人
の
百
姓
娘
が
ド
ン

・
ジ

ュ
ア
ン
を
取
り
合
い
す
る
場
面
の
パ
ロ
デ
ィ
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
こ
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な

「振

る
舞

い
」
を
見
て
取
る
こ
と
の
方
が
、
作
品
全
体
が
示
す
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
批

判
に
と

っ
て
は
、
拡
張
さ
れ
た

「パ
ロ
デ
ィ
」
機
能
と
し
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
社
会
的

「身
振
り
」
を
引
用
す
る
こ
と
が
、
パ
ロ
デ
ィ
に
な
り
得

る
の
は
、
そ
れ
が
部
分
的
な
模
倣
で
あ

っ
て
も
、
観
衆
は
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
化
さ

れ
た
対
象
が
、
自
分
た
ち
が
そ
の
中
に
い
る
社
会
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
点
に

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
特
別
な
教
養
と
し
て
、

ヘ
ン
デ
ル
や
モ
リ
エ
ー
ル
と

い
っ

た
特
定
の
対
象
を
知
ら
ず
と
も
、
演
じ
ら
れ
た
舞
台
は
、
社
会
的

「身
振
り
」

の
置
か
れ
て
い
る
関
係
に
対
す
る

「
パ
ロ
デ
ィ
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
現
在
の
布
置
状
況

(剛(O
づ
ω
けΦ
口
9
什一〇
⇒
)
に
お
け
る
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
パ
ロ
デ
ィ
化
と
い
う
同
時
性
が
、
こ
の

「パ
ロ
デ
ィ
」
化
の
手
法

に
は
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
社
会
批
判
と
い
う
点
で
は
、
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー
ル
に
よ
る
ロ
ー
マ
の

「引
用
」
に
も
、
ブ
レ
ヒ
ト
流
の
パ
ロ
デ
ィ
的
要
素
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
こ
の
場
合
、
ロ
ベ
ス
ピ

エ
ー
ル
の

「引
用
」
が
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
の
共
和
制
か
ら
の

「引
用
」

で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
歴
史
叙
述
の
場
合
、

歴
史
を
対
象
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
、
パ
ロ
デ
ィ
の
持

つ
時
間
性
が
強

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
時
間
性
と
は
、
パ
ロ
デ
ィ
は
、
そ
の
起
源
と
な

る
出
来
事
を
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
出
来
事
を
歴
史
の
連
続

の
中
に
位
置
づ
け
る
、
と

い
う
歴
史
的
な
時
間
に
関
わ
る
パ
ロ
デ
ィ
の
特
性
を

意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
叙
述
の
場
合
も
、
パ
ロ

デ
ィ
化
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
知
識
が
必
要
と
な
り
、
教
養
が
な
く
て
も
理
解

で
き
る

「
パ
ロ
デ
ィ
」
と

い
う
ブ
レ
ヒ
ト
流
の
パ
ロ
デ
ィ
と
は
、

一
見
、
矛
盾

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
歴
史
上
の
知
識
を
問
う
こ
と
は
求
め
て

は
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
出
来
事
を
歴
史
の
連
続
の
中
に

位
置
づ
け
る
と
い
う
通
常
の
パ
ロ
デ
ィ
の
時
間
性
に
よ

っ
て
、
む
し
ろ
、
現
在

の
布
置
状
況
に
引
用
さ
れ
た

「身
振
り
」
そ
れ
自
身
が
、
現
在
の

「根
源
」
を

示
し
得
る
よ
う
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ま
た
、
現
在

へ
と
過
去
の

「身
振
り
」
を
持

っ
て
く
る
こ
と
で
あ

っ
て
も
、
引

用
に
際
し
て
は
、
引
用
さ
れ
る
先

の
文
脈
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
過
去

の

「身
振
り
」
の
方
か
ら
現
在
置

か
れ
る
べ
き
布
置
状
況
が
要
求
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
「
身
振
り
」
と
し
て
認
識
す
る
と
い
・ユ
思
味
で
、

過
去
の
文
脈
の

「中
断
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
在
の
布
置
状
況
に
置
か
れ
る

「パ
ロ
デ
ィ
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

い
わ
ば
現
在
の
文
脈
に
対
す
る
破
壊
で
も
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
場
合
、
「パ
ロ
デ
ィ
」
と
し
て
の

「身
振
り
」

の
引
用
は
、
現
在
と
過
去
と
の
特
定

の
、
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「認
識
可
能
と

な
る

一
瞬
に
ひ
ら
め
き
二
度
と
は
現
れ
な
い
」
(H
①
O
α)
歴
史
的
関
係
を
示
す
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
過
去
と

い
う

「身
振
り
」
の
引
用
は
、
パ
ロ
デ
ィ
の

基
本
的
な
機
能
で
あ
る

「破
壊
的
な
批
判
力
」
に
よ

っ
て
、
現
在
の

「根
源
」

と
し
て
の
過
去
と
の
歴
史
的
関
係

の
叙
述
を
可
能
に
す
る
手
法
な
の
で
あ
る
。
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                  Benjamin and Brecht 

    Das Zitieren des „Gestus" in der Geschichtsschreibung 

                      Asako NAGASAWA 

Der vorliegende Aufsatz handelt die Frage, wie der ,zitierbare Gestus" bei Brechts epischem Theater 
EinflUsse auf die Geschichtsschreibung von Benjamin ausubt. Der Historismus, der die sogenannten 
historischen Ergebnisse in ihrem kausalen Verlauf begreift, beruht im Gegensatz zu Benjamins 
Geschichtsschreibung auf dem BewuIn tsein einer homogenen and dauernden Zeit. Aus diesem 
Bewuf,tsein stammt die Vorstellung des geschichtlichen Fortschritts der Menschheit. Dem neuen 
Geschichtsbegriff bei Benjamin hingegen liegt die Zeitstufe der „Gegenwart" zugrunde, die Zeitstufe 
also, in der die Geschichts gerade entsteht. Im diesen Sinne fordert Benjamin zunachst die Zerstorung 
der zeitlichen Kontinuitat. Beim epischen Theater wird der Fortgang der zeitlichen Handlung auf der 
Buhne immer wieder durch Songs oder auch etwa durch provozierende Beschriftungen der Vorhange 
durchbrochen. Diese Methode der Unterbrechung ermoglicht es, aus dem Verlauf der Handlung ein 
bestimmtes Verhalten herauszugreifen, damit man einen Anfang and ein Ende des Verhaltens festlegt, 
and dies ermoglicht es weiter, dal3 man dieses Verhalten nachahmen kann. Benjamin betrachtet these 
Grundmethode der Unterbrechung im gestischen Theater als eines der fundamentalen Verfahren aller 
Formgebung, das auch uber das Gebiet der Kunst hinaus gelten kann. Das heiL,t, auch in seiner 
Geschichtsschreibung gilt die Unterbrechung der geschichtlichen Kontinuitat als eine Methode, mit 
der man den „Gestus" in der Vergangenheit zitiert. 
Wenn man das Zitat als eine Art Wiederholung ansieht, hat dieses Zitieren des „Gestus' eine 
eigentumliche Kraft der parodistischen Kritik an der Gesellschaft. Die Parodie kann namlich die 
Grundlage der Werte, auf die sich der eigentliche Kontext stiitzt, zerstoren. Aber wie das Zitat immer 
einen neuen Kontext fordert, in den die zitierte Stelle gesetzt wird, so beansprucht auch der „Gestus' 
der Vergangenheit eine neue Stelle in der gegenwartigen Konstellation. Ein solcher „Gestus', der aus 
der Vergangenheit herausgenommenen wird, and der zugleich in der gegenwartigen Konstellation 
semen Platz einnehmen soil, kann als,,Ursprung" der Gegenwart betrachtet werden. 

Schlusselworter 
   Walter Benjamin, Uber den Begriff der Geschichte, „Zitat", Bertolt Brecht, „Gestus' 
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