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カ
ン
ト
は
『
人
間
学
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
文
化
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
進
歩
は
、
獲
得
し
た
見
識
や
技
能
を
世
界
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
見

識
や
技
能
を
振
り
向
け
る
「
最
も
重
要
な
目
標
は
人
間
で
あ
る

（
（
（

」
と
公
言
し
て
い
た
。
カ
ン
ト
だ
け
で
は
な
い
。
美
学
者
ズ
ル
ツ
ァ
ー
の
「
人
間
の
目
を
刺
激
す

る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
な
か
で
も
、
人
間
こ
そ
が
一
番
に
関
心
の
あ
る
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
あ
る
真
理
を
言
い
当
て

て
い
る

（
（
（

」
と
い
う
主
張
、
そ
し
て
ま
た
観
相
学
で
有
名
な
ラ
ー
フ
ァ
タ
ー
の
「
こ
の
地
上
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
観
察
の
対
象
に
な
る
も
の
の
な
か
で
も
最
も
重

要
か
つ
目
を
引
く
対
象
は
、
人
間
で
あ
る

（
（
（

」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀
後
半
の
文
化
や
思
想
を
理
解
す
る
上
で
、
人
間
へ
の
関
心

は
キ
ー
タ
ー
ム
と
な
る
。
こ
の
人
間
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
政
治
そ
し
て
経
済
の
担
い
手
と
し
て
の
市
民
の
自
覚
の
高
ま
り
を
反
映
し
て
い
る

（
（
（

と
同
時
に
、
そ

れ
ま
で
の
人
間
観
を
規
定
し
て
き
た
心
身
二
元
論
か
ら
の
ゆ
る
や
か
な
脱
却
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た

（
（
（

。「
人
間
は
、
身
体
だ
け
で
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
心

（Seele

）
だ
け
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
人
間
は
双
方
の
調
和
で
あ
る

（
（
（

」
と
述
べ
る
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
医
師
プ
ラ
ト
ナ
ー
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
旧
来
の
学
問
を
批

判
し
て
、
哲
学
者
は
人
間
の
身
体
に
つ
い
て
今
以
上
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
医
師
は
今
以
上
に
人
間
の
心
に
つ
い
て
熟
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述

べ
る
。
人
間
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
身
体
を
熟
知
す
る
医
師
と
心
を
熟
知
す
る
哲
学
者
を
合
一
し
た
よ
う
な
あ
た
ら
し
い
人
間
へ
の
ま
な
ざ
し
を
要
求
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

身
体
と
心
の
双
方
を
備
え
た
人
間
を
出
発
点
と
す
る
こ
と
で
、
哲
学
的
に
言
う
な
ら
ば
、
心
は
物
理
的
な
世
界
か
ら
峻
別
さ
れ
た
思
惟
実
体
で
は
な
く
な
っ

た
。
人
間
の
心
へ
の
関
心
は
、
例
え
ば
、「
教
師
そ
し
て
教
育
者
は
、
心
の
変
化
か
ら
目
を
離
し
て
な
ら
な
い

（
（
（

」
と
い
う
原
則
の
も
と
に
、
人
間
の
全
人
格
的
な

心
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し

─ 『
経
験
心
理
の
学
』（
一
七
八
三
〜
九
三
年
）
に
残
さ
れ
た
心
の
病
を
め
ぐ
る
言
説
の
検
討 

─

吉 

田  

耕
太
郎
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陶
冶
と
い
う
教
育
思
想
の
基
礎
に
な
り
、
同
時
に
ま
た
、
心
を
病
む
人
間
へ
の
関
心
か
ら
は
、
心
理
学
や
精
神
病
理
学
と
い
っ
た
新
規
の
医
学
分
野
へ
の
扉
を
拓

く
こ
と
に
も
な
っ
た
。

本
稿
は
、
人
間
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
一
八
世
紀
後
半
に
お
け
る
、
人
間
の
心
へ
む
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
身
体
と
心
の
双

方
を
備
え
た
人
間
の
心
に
は
、
哲
学
、
教
育
、
医
学
と
複
数
の
領
域
か
ら
発
せ
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
ま
な
ざ
し
の
重
な
り
合
い
を
、
当
時
発

刊
さ
れ
た
雑
誌
『
汝
自
身
を
知
れ
、
経
験
心
理
の
学
』（
以
下
『
経
験
心
理
の
学
』）
を
題
材
と
し
て
具
体
的
に
解
明
し
た
い
と
お
も
う
。

な
ぜ
『
経
験
心
理
の
学
』
が
考
察
の
手
が
か
り
と
な
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
示
す
た
め
に
、
こ
の
雑
誌
が
扱
う
５
つ
の
分
野
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
く

こ
と
に
し
た
い
。

一 Seelenkrankheitskunde 

心
の
病
の
学

二 Seelennaturkunde 

心
の
本
性
の
学

三 Seelenzeichenkunde 
心
の
徴
の
学

四 Seelendiätätik 

心
の
養
生
の
学

五 Seelenheilkunde 

心
の
治
癒
の
学

こ
の
五
分
野
は
雑
誌
の
第
一
巻
一
号
の
目
次
で
提
示
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。『
経
験
心
理
の
学
』
が
人
間
の
心
を
主
題
的
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
そ
の
関
心
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
病
と
治
療
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、
医
学
的
な
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

心
の
本
性
か
ら
は
哲
学
的
な
関
心
。
ま
た
心
の
徴
と
い
う
分
類
で
は
（
こ
れ
に
類
さ
れ
る
記
事
の
内
容
か
ら
判
断
す
る
に
）、
教
育
、
観
相
学
、
社
交
術
へ
の
関

心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
『
経
験
心
理
の
学
』
で
は
、
こ
の
五
分
野
に
つ
い
て
学
術
的
に
考
究
し
た
い
わ
ゆ
る
論
考
の
類
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず

（
（
（

、
あ
る
人
物
の
伝
記
、

日
記
、
犯
罪
者
の
犯
罪
記
録
、
予
知
夢
や
白
昼
夢
の
報
告
、
子
ど
も
の
頃
の
想
い
出
、
教
師
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
の
観
察
記
録
、
言
語
の
運
用
の
よ
う
な
、
具
体

的
か
つ
雑
多
な
デ
ー
タ
が
集
め
ら
れ
て
い
る
点
も
ま
た
、
心
に
向
け
ら
れ
た
多
様
な
関
心
の
反
映
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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ち
な
み
に
、『
経
験
心
理
の
学
』
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
三
つ
の
問
題
関
心
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
第
一
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

初
期
の
編
集
主
幹
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
に
関
す
る
研
究
と
し
て
で
あ
る
。
モ
ー
リ
ッ
ツ
の
心
理
学
へ
の
関
心
の
高
ま
り
、
と
り
わ
け

モ
ー
リ
ッ
ツ
の
美
学
思
想
の
発
展
の
契
機
を
た
ど
る
研
究
の
な
か
で
、
本
雑
誌
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
本
雑
誌
は
、
後
で
確
認
す
る
よ
う
に
、
時

期
に
よ
っ
て
編
集
主
幹
は
異
な
っ
て
お
り
、
雑
誌
に
は
投
稿
記
事
も
多
く
、
全
記
事
を
モ
ー
リ
ッ
ツ
が
単
独
で
執
筆
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
つ
目
の
関

心
は
、
一
九
世
紀
の
精
神
病
理
学
や
実
験
心
理
学
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
、『
経
験
心
理
の
学
』
の
価
値
を
再
解
釈
す
る
研
究
で
あ
る

（
（
（

。
そ
の
最
た
る
も
の

は
、『
経
験
心
理
の
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
症
例
を
、
現
代
の
精
神
病
理
学
の
知
見
を
用
い
て
診
断
し
た
研
究
で
あ
ろ
う

（
（1
（

。
ま
た
ベ
ル
の
研
究
で
は
、
本
雑
誌
の
記

事
を
、
そ
の
記
事
の
内
容
か
ら
一
二
に
分
類
が
可
能
と
主
張
し
て
い
る

（
（（
（

が
、
こ
の
分
類
も
一
九
世
紀
に
成
立
す
る
精
神
医
学
を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

も
そ
も
心
の
病
が
一
八
世
紀
後
半
に
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
考
察
が
軽
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
で
は
、
例
え
ば
、
こ

の
時
代
に
特
有
の
心
の
養
生
と
い
う
関
心
を
う
ま
く
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
心
の
養
生
と
い
う
問
題
関
心
は
、
心
の
病
を
理
解
す
る

た
め
の
重
要
な
キ
ー
タ
ー
ム
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
な
か
で
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
三
つ
目
の
関
心
は
、
本
論

冒
頭
で
も
言
及
し
た
一
八
世
紀
を
通
じ
て
の
人
間
へ
の
関
心
の
増
大
、
つ
ま
り
人
間
学
の
ひ
と
つ
の
成
果
と
し
て
『
経
験
心
理
の
学
』
を
位
置
づ
け
る
研
究
で
あ

る
（
（1
（

。本
論
は
、
基
本
的
に
三
番
目
の
関
心
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
へ
の
関
心
へ
の
高
ま
り
に
呼
応
し
て
、
人
間
の
心
、
と
り
わ
け
病
ん
だ
人
間
の
心
へ

の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
点
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
心
へ
の
ま
な
ざ
し
が
、
心
の
病
と
い
う
点
へ
と
折
り
重
な
っ
て
い
る
様
を
、『
経
験
心
理
の
学
』
を
手

が
か
り
に
と
き
ほ
ぐ
し
て
み
た
い
と
思
う
。

Ⅰ
．
経
験
の
意
味
に
つ
い
て

ま
ず
簡
単
に
『
経
験
心
理
の
学
』
の
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
雑
誌
の
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は
『
汝
自
身
を
知
れ
、
経
験
心
理
の
学
の
た
め

の
雑
誌

（
（1
（

』
で
あ
り
、
一
七
八
三
年
か
ら
九
三
年
ま
で
年
三
回
分
冊
が
発
刊
さ
れ
た
。
分
冊
は
各
号
お
お
よ
そ
一
五
〇
ペ
ー
ジ
弱
と
な
っ
て
い
る
。
編
集
者
は
、
小

説
『
ア
ン
ト
ン
ラ
イ
ザ
ー
』
の
著
者
と
し
て
も
し
ら
れ
る
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
、
雑
誌
刊
行
時
は
ベ
ル
リ
ン
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
師
を
し
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
ハ
レ
大
学
に
て
神
学
お
よ
び
教
育
学
を
修
め
た
後
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
＝
ヴ
ォ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
侯
国
の
皇
子
の
教
育
係
の
ち
に
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同
侯
国
の
宮
廷
顧
問
官
と
な
っ
た
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ポ
ッ
ケ
ル
ス
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
批
判
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ザ
ロ
モ
ー
ン
・
マ
イ
モ
ン
の
三
人
で

あ
る
。
こ
の
雑
誌
の
発
刊
の
た
め
に
、
上
記
三
人
は
協
力
し
て
編
集
を
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
初
期
、
中
期
、
後
期
と
編
集
主
幹
を
つ

と
め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
担
当
し
て
い
た
編
集
者
に
よ
っ
て
雑
誌
記
事
の
性
格
に
も
違
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
後
期
の
編
集
を
つ
と
め
た
マ
イ

モ
ン
は
、
自
ら
筆
を
と
っ
て
認
識
論
的
な
論
考
を
多
数
誌
上
に
発
表
し
て
い
る
し
、
過
去
の
記
事
を
彼
独
自
の
認
識
論
の
視
点
か
ら
解
釈
し
た
論
考
も
執
筆
し
て

い
る
。

『
経
験
心
理
の
学
』
が
何
を
め
ざ
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
の
か
、
経
験
心
理
の
学
と
聞
い
て
、
実
験
心
理
学
の
よ
う
な
分
野
を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
、『
経
験
心
理
の
学
』
が
出
版
さ
れ
て
い
た
当
時
、
心
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
解
剖
学
的
な
神
経
組
織
の
解
明
し
た
り
、
感
覚
の
数
量
的
な
測
定
し
た
り
す

る
よ
う
な
、
実
験
に
よ
っ
て
心
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
行
な
わ
れ
て
い
た

（
（1
（

、
し
か
し
こ
の
経
験
心
理
学
と
い
う
語
の
由
来
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
経
験
的

心
理
学
（psychologica em

pirica

）
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
人
間
の
心
的
能
力
の
序
列
に
基
づ
い
て
、
感
覚
、
想
像
力
、
記
憶
力
と
い
っ
た
下
級

の
心
的
能
力
を
論
じ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
学
説
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
に
な
る
。

ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
体
系
の
な
か
で
、
経
験
的
心
理
学
は
、
上
級
の
心
的
能
力
を
扱
う
理
論
的
心
理
学
（psychologia rationalis

）
と
の
対
関
係
で
論
じ
ら
れ

て
い
た
。
論
理
的
心
理
学
は
純
粋
な
論
理
の
形
式
な
ら
び
に
神
の
認
識
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
あ
く
ま
で
も
心
的
な
能
力
の
能
動
性
に
あ
る
と

定
義
さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
対
に
お
か
れ
た
経
験
的
心
理
学
は
、
受
動
性
を
特
徴
と
す
る
心
的
能
力
、
つ
ま
り
外
か
ら
変
化
を
受
け
る
感
覚
、
想
像
力
、
記
憶
力

を
対
象
と
す
る
学
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
え
ば
人
間
が
こ
れ
ら
下
級
能
力
を
用
い
て
お
こ
な
う
物
理
的
世
界
の
認
識
つ
ま
り
外
的
な
物
体
の
認
識
に
つ
い
て
、
そ

の
仕
組
み
や
原
理
を
あ
つ
か
う
学
問
で
あ
っ
た

（
（1
（

。

ヴ
ォ
ル
フ
の
経
験
的
心
理
学
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
影
響
を
受
け
て
、
心
的
能
力
の
働
き
を
、「
考
え
（Gedancken

）」

と
名
付
け
、
心
に
変
容
が
起
き
て
い
る
状
態

（
（1
（

と
し
て
一
元
的
に
理
論
化
し
た
点
に
あ
る
。
心
的
能
力
が
い
か
に
働
い
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
試

み
は
、
こ
の
心
の
変
容
か
ら
出
発
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
心
の
変
容
を
探
求
す
る
心
理
学
と
な
る
。
と
り
わ
け
下
級
の
心
的
能
力
が
外
か
ら
変
化
を
う
け
て
い
る

状
態
は
、「
感
受
状
態
（Em

pfindung

）」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
心
の
変
容
の
こ
と
で
あ
り

（
（1
（

、
五
官
を
通
し
て
の
外
的
物
体
に
つ
い
て
の
認
識

は
、
感
受
状
態
と
い
う
心
の
変
容
を
基
礎
と
す
る
心
理
学
の
枠
組
み
で
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
考
え
」
ま
た
は
「
感
受
状
態
」
か
ら
出
発
す
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
経
験
的
心
理
学
が
も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
事
物
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
な
本
質
を
問
う
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こ
と
な
く
、
日
頃
わ
れ
わ
れ
が
見
た
り
触
っ
た
り
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
得
ら
れ
る
感
覚
デ
ー
タ
と
し
て
の
「
感
受
状
態
」
を
基
に
、
物
理
的
な
世
界
を
探
求

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
物
理
的
な
実
体
と
は
区
別
さ
れ
た
心
に
つ
い
て
も
ま
た
、
物
理
的
な
物
体
と

同
様
に
、
心
に
生
じ
る
変
化
を
通
じ
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

こ
う
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
の
経
験
的
心
理
学
は
、「
経
験
」
と
い
う
語
義
の
変
遷
の
う
ち
に
そ
の
影
響
を
は
っ
き
り
と
残
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ハ
ン
・
ゲ
オ
ル
ク
・

ヴ
ァ
ル
ヒ
の
『
哲
学
事
典
』
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
経
験
と
い
う
タ
ー
ム
は
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
や
職
種
に
お
い
て
時
間
を
か
け
て
習
熟
さ
れ
る

知
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
経
験
を
積
ん
で
得
ら
れ
る
技
能
や
才
知
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
一
八
世
紀
中
葉
に
な
る
と
（『
哲
学
事
典
』

一
七
七
五
年
刊
行
の
第
四
版
か
ら
加
筆
さ
れ
た
項
目
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
）、
経
験
は
認
識
を
得
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

経
験
と
は
「
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
五
官
を
と
お
し
て
得
ら
れ
た
「
感
受
状
態
」
に
基
づ
い
た
認
識
［
…
］
と
り
わ
け
身
体
の
作
用
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る

外
的
な
「
感
受
状
態
」
に
基
づ
い
た
認
識
［
…
］
ま
た
は
感
受
し
た
現
象
を
も
と
に
、
観
察
、
注
視
、
実
験
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
る
認
識

（
（1
（

」
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
加
筆
部
分
に
、「
感
受
状
態
」
を
認
識
の
基
礎
を
お
い
た
ヴ
ォ
ル
フ
の
心
理
学
の
影
響
を
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
経
験
と
は
、
感
覚

を
通
し
て
得
ら
れ
た
外
的
な
世
界
の
情
報
に
基
づ
い
た
認
識
で
あ
り
、
こ
の
情
報
を
観
察
や
実
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
実
性
を
高
め
た
認
識
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
の
語
義
を
引
き
受
け
て
人
間
の
心
を
探
求
し
た
の
が
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
ス
の
『
実
験
心
理
の
学

（
（1
（

』
で
あ
っ
た

（
11
（

。

実
験
心
理
学
と
は
い
え
、「
実
験
器
具
の
助
け
を
か
り
て
心
を
計
測
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い

（
1（
（

」
と
冗
談
を
交
え
な
が
ら
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
ス
は
自
ら
の
立

場
を
、「
経
験
が
心
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
こ
と
を
第
一
の
源
泉
と
し
て

（
11
（

」
心
に
つ
い
て
探
求
す
る
立
場
で
あ
る
と
弁
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー

ス
が
実
験
と
い
う
語
を
、
ヴ
ァ
ル
ヒ
の
事
典
で
解
説
さ
れ
て
い
た
、
観
察
や
注
視
を
重
ね
て
確
実
な
知
識
を
得
る
と
い
う
経
験
に
よ
る
心
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
意

味
で
用
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。

心
の
実
験
を
す
す
め
る
た
め
に
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
ス
が
と
っ
た
具
体
的
な
手
段
が
、
心
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
の
収
集
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、『
実
験
心
理

の
学
』
の
付
録
と
し
て
出
版
さ
れ
た
記
録
集
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。
こ
の
記
録
集
は
付
録
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
の
分
量
は
本
論
と
ほ
ぼ
同
じ
二
八
八
ペ
ー
ジ

に
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
り
、
投
獄
さ
れ
死
の
恐
怖
か
ら
頭
髪
が
一
夜
に
し
て
白
髪
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
フ
ラ
ン
ス
人
貴
族

（
11
（

、
熱
病
に
か
か
っ
て
記
憶
を
喪
失
し
文
字

が
読
め
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人

（
11
（

、
ま
た
逆
に
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
言
葉
が
喋
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
唖
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
突
然
死
、
記
憶
喪
失
、
夢
遊

病
、
心
の
病
か
ら
の
劇
的
な
治
癒
な
ど
、
心
の
病
に
関
連
す
る
デ
ー
タ
（
な
か
に
は
水
か
き
を
も
っ
て
う
ま
れ
た
嬰
児
の
報
告
な
ど
心
の
病
と
は
無
関
係
の
報
告
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も
含
ま
れ
る
が

（
11
（

）
を
、
膨
大
な
量
の
先
人
た
ち
の
観
察
記
録
か
ら
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
観
察
デ
ー
タ
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
に
つ
い
て
の
探
求
を

す
す
め
よ
う
と
い
う
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
二
〇
年
後
に
発
表
さ
れ
た
テ
ー
テ
ン
ス
の
『
人
間
の
本
性
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
の
考
察
』
に

も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

「
物
質
な
ら
ざ
る
存
在
、
脳
、
魂
を
あ
た
え
ら
れ
た
脳
、
そ
の
呼
び
名
は
ど
う
で
あ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
で
は
な
く
た
だ
観
察
（Beobachtung

）
だ
け

が
、
わ
れ
わ
れ
に
心
（Seele

）
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る

（
11
（

」。
テ
ー
テ
ン
ス
が
人
間
の
心
の
諸
能
力
の
解
明
す
る
た
め
に
選
ん
だ
方
法
も
ま
た
、
心
に
生
じ
て
い

る
変
化
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
観
察
し
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
ス
そ
し
て
テ
ー
テ
ン
ス
の
探
求
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
心
と

身
体
の
双
方
を
有
す
る
人
間
を
考
察
の
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
心
の
考
察
も
ま
た
、
身
体
と
は
区
別
さ
れ
た
実
体
と
し
て
形
而
上
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
も
は

や
で
き
な
い
と
い
う
あ
た
ら
し
い
人
間
理
解
、
身
体
か
ら
の
変
容
を
受
け
て
い
る
心
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
選
ば
れ
た
の
が
、

心
を
観
察
し
注
視
す
る
経
験
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

心
に
関
連
す
る
多
数
の
記
事
を
集
め
る
『
経
験
心
理
の
学
』
も
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
経
験
的
心
理
学
に
よ
っ
て
拓
か
れ
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー
ス
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
た
、
経
験
を
介
し
て
心
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
経
験
心
理
の
学
』
の
デ
ー
タ
重
視
の
姿
勢
は
、
そ
の

発
刊
準
備
中
に
、
第
一
期
の
編
集
主
幹
を
つ
と
め
た
モ
ー
リ
ッ
ツ
が
執
筆
し
た
発
刊
告
知
文
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
雑
誌
［
経
験
心
理
の
学
］
で
は
、
刊
行
後
し
ば
ら
く
は
、
事
実
の
収
集
だ
け
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
い
。［
…
］
た
だ
し
こ
の
事
実
は
、
必
ず
あ
る
特

定
の
人
物
に
関
連
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
人
の
歴
史
を
描
き
出
す
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
雑
誌
で
は
、
人
物

の
内
面
の
歴
史
に
関
連
す
る
題
材
が
あ
つ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
人
の
歴
史
全
体
を
俯
瞰
す

る
と
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
小
さ
な
出
来
事
に
目
を
向
け
さ
せ
る
よ
う
な
題
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。［
…
］
そ
し
て
ま
た
こ
の
よ
う
な
記
事

は
、
た
と
え
ば
改
善
の
過
程
を
あ
つ
か
っ
た
よ
う
な
、
か
な
ら
ず
意
味
あ
る
内
容
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
若
者
を
は
じ
め
様
々
な

年
齢
の
大
人
た
ち
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
何
か
し
ら
欠
陥
（Fehler

）
が
あ
り
、
正
し
い
学
校
教
師
や
教
育
者
の
手
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
解
決
し
た
人
も
い
れ

ば
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
人
も
い
る
、
こ
う
し
た
改
善
の
試
み
を
扱
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
11
（

」。

こ
の
告
知
に
よ
る
な
ら
ば
、『
経
験
心
理
学
の
学
』
で
は
、
伝
記
や
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
実
在
し
た
人
物
に
関
連
す
る
記
事
が
集
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
記
事
の
目
的
は
、
些
細
な
出
来
事
に
こ
そ
着
目
し
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
生
涯
の
な
か
で
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
か
せ
る
個
人
史
の
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よ
う
な
も
の
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
個
人
史
の
よ
う
な
記
録
の
な
か
で
も
、
欠
陥
か
ら
の
改
善
の
プ
ロ
セ
ス
を

扱
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
だ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
欠
陥
と
い
う
表
現
で
何
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
思
い
浮
か
べ
る
の
は
心

の
病
だ
。
と
い
う
の
も
こ
の
事
実
の
収
集
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
引
用
の
す
ぐ
あ
と
に
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
続
い
て
い
る
か
ら
だ
。

「
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
氏
み
ず
か
ら
が
次
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
医
学
と
経
験
心
理
の
学
に
は
平
行
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
経

験
心
理
の
学
は
、
心
の
生
理
学
、
心
の
病
理
学
、
心
の
治
療
術
、
心
の
養
生
学
に
分
類
で
き
る
と

（
11
（

」。

告
知
文
の
著
者
で
あ
り
、
経
験
心
理
の
学
の
刊
行
準
備
お
よ
び
最
初
の
編
集
主
幹
を
つ
と
め
た
モ
ー
リ
ッ
ツ
は
、
当
時
ベ
ル
リ
ン
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
て
教
鞭

を
と
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
登
場
す
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
は
モ
ー
ゼ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
こ
と
、
モ
ー
リ
ッ
ツ
は
、
自
ら
が
準
備
し
て
い
る
雑
誌
に
つ

い
て
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
直
に
対
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
席
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
刊
行
準
備
中
の
経
験
心
理
の
学
に
、
心
を
対
象
と
す
る
医
学

と
し
て
の
役
割
を
期
待
す
る
発
言
を
残
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
が
提
案
し
て
い
る
病
理
学
、
治
療
学
、
養
生
学
は
、
そ
の

ま
ま
既
に
確
認
し
た
記
事
の
分
類
の
う
ち
の
一
部
へ
と
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
経
験
心
理
の
学
』
が
心
の
医
学
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
モ
ー
リ
ッ
ツ
が
書
い
た
別
の
告
知
文
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
人
類
に
と
っ
て
、

身
体
に
つ
い
て
の
医
術
よ
り
も
さ
ら
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
の
は
、
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
心
の
病
の
学
（Seelenkrankheitslehre

）
で
な
い
だ
ろ
う

か
！
こ
の
有
益
な
学
は
、
何
年
間
も
の
長
い
期
間
を
か
け
て
、
人
間
の
心
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
原
因
で
こ
の
類
い
の

学
が
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
心
の
病
の
学
に
は
、
身
体
の
医
学
よ
り
も
千
倍
も
の
多
く
の
観
察
（Beobachtungen

）
と
経
験

（Erfahrungen

）
と
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
［
…
］

（
11
（

」。

こ
の
引
用
か
ら
、『
経
験
心
理
の
学
』
の
目
的
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
心
の
医
学
を
準
備
す
る
た
め
の
も
の
、
そ
し
て
雑
誌
に
集
め
ら
れ

た
一
連
の
事
実
は
、
心
の
医
学
を
確
立
す
る
た
め
の
観
察
や
経
験
の
デ
ー
タ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
経
験
心
理
」
と
は
、
経
験
を
通
し
て
心
の
病
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
研
究
態
度
の
表
明
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

Ⅱ
．
心
の
病
と
そ
の
記
述

先
ほ
ど
引
用
し
た
告
知
文
の
な
か
で
は
、
心
の
病
に
つ
い
て
の
医
学
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
モ
ー
リ
ッ
ツ
は
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
心
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の
病
と
い
う
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
、
こ
の
雑
誌
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
デ
ー
タ
収
集
を
主
眼
と
し

た
『
経
験
心
理
の
学
』
で
は
、
心
の
病
と
い
う
疾
患
を
病
理
学
的
に
論
じ
る
よ
う
な
記
事
は
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
心
の
病
そ
し
て
そ
の
治
療
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

心
の
病
は
、
心
的
能
力
の
均
衡
の
と
れ
た
調
和
の
欠
如

（
11
（

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
病
気
は
、
遺
伝
に
よ
っ
て
親
か
ら
子
ど
も
に
伝
わ
る
の
で
、
一
家
全
員
が
心
の

病
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
1（
（

。
そ
の
原
因
は
様
々
で
あ
り
、
誰
に
で
も
効
果
を
も
つ
よ
う
な
万
能
療
法
は
存
在
し
な
い
。
治
療
を
試
み
る
心
の
医
師
は
、
そ
の

原
因
か
ら
経
過
を
詳
細
に
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
治
療
と
は
、
心
的
能
力
の
不
調
和
を
で
き
る
限
り
調
和
し
た
状
態
に
戻
す
こ
と
に
あ
る

（
11
（

。
さ
ら

に
第
四
号
に
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
収
録
記
事
に
つ
い
て
、
編
集
者
が
総
括
し
た
記
事
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。「
私
は
気
が
つ
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
以

前
の
［
一
か
ら
三
号
］
に
収
録
し
た
心
の
病
に
関
連
す
る
記
事
は
、
多
く
の
場
合
、
狂
気
と
い
う
も
の
の
多
様
な
側
面
を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
狂
気
は
心

の
病
の
ひ
と
つ
で
あ
る

（
11
（

」。
こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
、
心
の
病
は
心
的
能
力
の
不
調
和
と
し
て
説
明
さ
れ
、
収
録
さ
れ
た
病
の
多
く
は
狂
気
に
類
さ
れ
る
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
経
験
心
理
の
学
』
を
、
精
神
医
学
史
に
位
置
づ
け
る
研
究
が
発
表
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
発
言
を
引
き
受

け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、『
経
験
心
理
の
学
』
が
公
刊
さ
れ
て
い
た
当
時
は
、
心
の
病
に
つ
い
て
の
医
学
が
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
返
す
必
要
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
「
心
の
病
」
と
い
う
表
現
は
、
不
信
心
や
敬
虔
の
な
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
も
な
お
こ
の
意
味
は
失
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
教
会
で
の
説
教
を
集
め
た
説
教
集
は
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
主
要
な
書
籍
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
を
な
し
て
い
た
が
、
当
時
の
説
教
集
の
な
か
に
は
心

の
病
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。「
第
一
に
、
原
罪
こ
そ
が
病
そ
れ
か
ら
死
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
さ
い

（
11
（

」。「
神
の
怒
り
に

よ
っ
て
人
間
の
心
に
不
純
な
病
気
の
種
が
植
え
付
け
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
原
因
に
よ
り
人
間
は
、
無
秩
序
な
感
情
、
悪
徳
に
満
ち
た
空
想
や
想
像
力
を
産
み
だ

す
こ
と
に
な
る
の
で
す

（
11
（

」。
無
秩
序
で
悪
し
き
感
情
、
空
想
、
想
像
力
、
こ
う
し
た
心
の
能
力
の
病
は
、
人
間
の
原
罪
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

と
す
れ
ば
同
時
に
、
そ
の
治
療
は
宗
教
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
心
の
病
（Seelenkranheit

）
に
際
し
て
は
、
超
自
然
的
な
助
力
つ
ま
り
イ

エ
ス
の
お
力
が
必
要
と
な
る
の
で
す

（
11
（

」。
心
の
病
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
な
か
で
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
治
る
病
、
医
師
で
は
な
く
司
祭
や
牧
師
に
よ
っ
て
治

癒
さ
れ
る
べ
き
宗
教
的
な
病
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
『
経
験
心
理
の
学
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
八
世
紀
後
半
は
、
心
の
病
と
い
う
概
念
が
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
的
な
意
味
で
語
ら
れ
る
と
同
時
に
、
精
神
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病
理
学
的
な
疾
患
と
し
て
も
語
ら
れ
は
じ
め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
定
義
は
一
致
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、

ド
イ
ツ
の
代
表
的
な
論
者
の
心
の
病
の
定
義
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
ト
ン
は
、
心
的
能
力
の
一
般
的
な
不
調
と
し
て
錯
乱
（delirium

）
と
呼
び
、
そ
こ
に
は
躁
病
や
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
含
め
て
い

る
。
心
の
う
ち
の
像
と
現
実
と
を
取
り
違
え
る
心
の
錯
誤
を
幻
想
（hallucinatio

）
と
名
付
け
、
こ
こ
に
は
、
心
気
症
や
悪
魔
性
、
夢
遊
病
な
ど
を
含
め
て
い

る
。
ま
た
心
的
能
力
の
衰
弱
を
原
因
と
す
る
薄
弱
（am

entia

）
と
い
う
く
く
り
の
な
か
に
は
、
愚
鈍
、
記
憶
障
害
、
知
覚
障
害
、
推
論
の
欠
如
、
判
断
の
欠
如

な
ど
を
含
め
て
い
る

（
11
（

。

臨
床
に
基
づ
い
た
精
神
病
に
つ
い
て
数
々
の
著
作
を
残
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ネ
ル
は
、
躁
病
を
精
神
病
疾
患
に
共
通
す
る
病
と
し
て

中
心
に
お
き
、（
ひ
と
つ
の
対
象
に
固
執
す
る
錯
乱
と
し
て
の
）
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
、
錯
乱
の
伴
わ
な
い
躁
病
（M

anie ohne D
elirium

）、
錯
乱
を
伴
う
躁
狂

（W
ahnsinn m

it D
elirium

）、
薄
弱
（Blödsinn

）、
愚
鈍
（Idiotism

）
と
い
う
分
類
を
提
示
し
て
い
る

（
11
（

。

ヴ
ィ
ン
ツ
ェ
ン
ツ
ォ
・
キ
ア
ル
ー
ジ
は
よ
り
簡
便
に
、
一
時
的
に
間
違
っ
た
判
断
を
す
る
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
（M

elancholie

）、
常
に
理
念
が
混
乱
し
て
い
る
躁

病
（M

anie

）、
心
的
能
力
が
常
に
不
規
則
ま
た
は
不
完
全
に
働
い
て
い
る
薄
弱
ま
た
は
愚
鈍
（Blödsinn/D

um
m

heit

）
の
三
種
類
に
わ
け
て
い
る

（
11
（

。

カ
ン
ト
は
冒
頭
で
も
言
及
し
た
『
人
間
学
』
の
な
か
で
、
心
の
病
気
（Gem

ühtskrankheiten

）
を
、
心
気
症
（H

ypochondlrie

）
と
躁
病
（M

anie

）
に

大
別
し
て
い
る

（
11
（

。
前
者
は
、
身
体
の
病
気
を
心
が
適
切
に
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
由
来
し
、
動
物
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
人
間
特
有
の
症
状

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
躁
病
の
特
質
は
、
急
激
な
気
分
の
変
化
に
あ
り
、
自
殺
は
こ
の
気
分
の
急
激
な
変
化
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
（T

iefsinnigkeit/m
elancholia

）
は
、
陰
鬱
な
自
虐
か
ら
病
み
は
じ
め
、
苦
し
み
に
由
来
す
る
狂
気
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
覚
醒
し
た
者
の
熱
を
帯
び
た
状
態
の
錯
乱
（Irrereden/delirium
）
は
、
身
体
の
病
気
で
あ
り
、
医
師
に
よ
る
予
防
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
錯

乱
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
医
師
が
身
体
的
な
病
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
が
、
狂
っ
て
い
る
（verrückt

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
こ
の
狂
気
（V

erücktheit

）
に
つ
い
て
、
表
象
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
狂
乱
（U

nsinnigkeit/am
entia

）、
想
像
力
が
つ

く
り
だ
し
た
表
象
を
真
と
う
け
と
る
狂
想
（W

ahnsinn/dem
entia

）、
判
断
力
の
不
調
に
由
来
す
る
錯
乱
（W

ahnw
itz/insania

）、
そ
し
て
理
性
の
不
調
に

由
来
す
る
き
ち
が
い
（A

berw
itz/vesania

）
と
説
明
し
て
い
る

（
1（
（

。

こ
の
よ
う
な
心
の
病
に
つ
い
て
「
本
質
的
に
回
復
不
可
能
な
無
秩
序
は
何
で
あ
る
の
か
。
心
の
病
を
体
系
的
に
分
類
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
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な
試
み
に
利
点
は
少
な
い

（
11
（

」
と
カ
ン
ト
自
身
も
断
っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
参
照
可
能
な
疾
患
分
類
の
よ
う
な
も
の
が
い
ま
だ

確
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
論
者
の
数
だ
け
心
の
病
が
あ
る
と
い
う
状
況
の
な
か
で
『
経
験
心
理
の
学
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
デ
ー
タ

の
収
集
が
必
要
で
あ
り
、
集
め
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
今
日
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
か
な
ら
ず
し
も
精
神
病
理
学
の
枠
内
に
収
ま
ら
な
い
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。例

え
ば
、
記
事
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
予
知
（
夢
）、
虫
の
知
ら
せ
、
占
い
、
臨
死
体
験
の
類
い
を
読
ん
で
み
る
と
、
こ
の
雑
誌
と
シ
ュ
ー
ベ

ル
ト
の
『
自
然
科
学
の
夜
の
側
面
の
相
貌

（
11
（

』
と
の
つ
な
が
り
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ロ
マ
ン
派
に
強
い
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト

の
こ
の
著
作
は
、
啓
蒙
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
、
自
然
科
学
的
な
法
則
に
支
配
さ
れ
た
世
界
か
ら
排
除
さ
れ
た
諸
現
象
、
つ
ま
り
夜
と
い
う
光
の
当
た
ら
な
い
暗
い

ま
ま
の
不
可
思
議
な
現
象
へ
の
思
い
を
よ
せ
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た

（
11
（

。
そ
の
意
味
で
、『
経
験
心
理
の
学
』
は
、
か
な
ら
ず
し
も
心
理
学
や
精
神
病
理
学
の
単
な

る
準
備
段
階
で
は
な
く
、
科
学
と
い
う
領
域
を
超
え
た
、
よ
り
広
い
関
心
か
ら
心
を
な
が
め
た
記
録
が
あ
つ
め
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

そ
れ
で
は
実
際
に
心
の
病
は
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
典
型
的
な
ふ
た
つ
の
デ
ー
タ
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一
巻
一
号
に
収
録
さ

れ
て
い
る
子
ど
も
殺
し
の
ザ
イ
ベ
ル
だ
。
彼
は
狂
気
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
殺
し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
狂
気
が
発
現
す
る
場
面
の
記
述
を
引
用
し
て
お
こ

う
。「［

殺
害
さ
れ
た
］
子
ど
も
へ
の
強
い
愛
情
は
、
そ
の
子
に
手
を
下
す
こ
と
を
幾
度
と
な
く
妨
げ
て
い
た
の
だ
が
、
た
っ
た
一
度
の
狂
気
に
、
ザ
イ
ベ
ル
は
不
幸

に
も
一
瞬
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
沸
き
立
っ
た
怒
り
（rasende W

uth

）
に
襲
わ
れ
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
子
を
殺
害
し
た
の

で
あ
る

（
11
（

」。
こ
の
引
用
箇
所
は
、
ザ
イ
ベ
ル
と
い
う
名
の
男
性
が
近
所
の
顔
見
知
り
の
子
ど
も
を
殺
害
す
る
瞬
間
を
記
述
し
た
も
の
だ
。
心
を
病
ん
で
い
た
こ
と

よ
り
も
、
突
発
的
に
殺
害
行
為
に
及
ん
だ
そ
の
異
常
さ
の
暴
発
を
強
調
す
る
よ
う
な
語
り
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
ザ
イ
ベ
ル
の
個
人
史
で
も
あ
っ
た
。
彼
が
四
歳
か
ら
二
二
歳
ま
で
ポ
ツ
ダ
ム
の
孤
児
院
で
過
ご
し
た
こ
と
。
孤
児
院
に
い
た
頃
は
、
喜
ん
で
い
る

こ
と
よ
り
も
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
の
方
が
長
か
っ
た
こ
と
。
仕
立
屋
と
し
て
仕
事
を
習
い
覚
え
た
が
、
し
ば
し
ば
突
発
的
な
激
昂
状
態
に
見
舞
わ
れ
、
そ
し
て
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
に
悩
む
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
、
わ
ず
か
な
借
金
も
あ
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
日
々
の
不
安
を
教
会
で
の
祈
り
で
な
ぐ
さ
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
子

ど
も
に
対
し
て
は
い
つ
も
優
し
く
接
し
て
い
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
記
事
を
手
に
取
る
者
は
、
彼
の
発
症
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
と
、
普
段
の
彼
の
性
格
や
彼
の
お
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か
れ
て
き
た
境
遇
に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
な
る
。
第
四
号
一
巻
で
は
、
再
度
ザ
イ
ベ
ル
の
記
事
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、「
ザ
イ
ベ
ル
は
、
生
き
る
こ
と
へ
の

疲
れ
か
ら
子
ど
も
を
殺
害
し
た
。［
…
］
こ
の
生
き
る
こ
と
へ
の
疲
れ
も
ま
た
、
格
別
の
注
意
が
向
け
ら
れ
る
に
値
す
る
あ
る
ひ
と
つ
の
心
の
病
で
あ
る
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る

（
11
（

。

も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
第
一
巻
二
号
に
収
録
さ
れ
た
学
業
な
ら
び
に
友
人
と
の
付
き
合
い
の
ど
ち
ら
も
う
ま
く
い
か
な
い
一
五
歳
の
少
年
の
記
事
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。

「
そ
の
少
年
は
ふ
さ
ぎ
込
ん
だ
憂
鬱
そ
う
な
人
物
に
み
え
た
。
ス
ケ
ッ
チ
の
時
間
、
か
れ
は
絵
を
描
く
こ
と
な
く
、
先
の
ま
る
ま
っ
た
ペ
ン
と
ニ
ン
ジ
ン
を
握
っ

て
い
た
。
そ
し
て
か
れ
は
ニ
ン
ジ
ン
を
机
に
す
え
る
と
、
一
気
に
上
の
部
分
を
切
り
落
と
し
た
。
そ
の
日
以
来
、
少
年
は
異
様
に
お
お
き
な
ナ
イ
フ
を
常
に
携
帯

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。［
…
］
次
第
に
こ
の
少
年
は
級
友
た
ち
の
会
話
に
も
応
じ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
ひ
ど
い
憂
鬱
に
襲
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。［
…
］
彼

を
刺
激
し
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
と
周
囲
も
思
う
よ
う
に
な
り
、
級
友
た
ち
は
次
第
に
彼
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
た
っ
て
の
こ
と
、
か
れ
は
、
机

に
向
か
い
、
紙
に
絞
首
台
の
よ
う
な
も
の
を
描
く
と
、
ナ
イ
フ
を
も
っ
て
自
分
の
首
と
胸
に
あ
て
た
。
そ
し
て
た
め
息
を
つ
い
て
、
以
前
か
ら
こ
う
し
よ
う
と

思
っ
て
い
た
ん
だ
と
語
り
、
そ
の
原
因
は
両
親
に
あ
る
と
も
付
け
加
え
た
。
そ
し
て
何
人
か
の
級
友
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
教
師
を
ナ
イ
フ
で
脅
し
た

（
11
（

」。

引
用
し
た
部
分
は
、
少
年
が
ナ
イ
フ
を
振
り
回
し
て
騒
ぐ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
あ
た
る
が
、
や
は
り
こ
の
少
年
に
つ
い
て
の
記
事
も
ま
た
、
彼
の
学
校
で
の
様

子
、
彼
の
性
格
の
観
察
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

紹
介
し
た
ふ
た
つ
の
記
事
に
共
通
し
て
い
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
記
述
の
大
半
が
、
人
物
の
日
頃
の
様
子
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
だ
。
こ

れ
は
『
経
験
心
理
の
学
』
に
掲
載
さ
れ
る
記
事
が
あ
る
人
物
の
歴
史
つ
ま
り
個
人
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
す
で
に
確
認
し
た
告
知
文
の
内
容
に
合
致
し

て
い
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
点
が
、
殺
人
そ
し
て
ナ
イ
フ
に
よ
る
脅
し
の
よ
う
な
殺
害
行
為
や
危
険
行
為
を
病
の
発
症
な
い
し
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と

し
て
記
録
し
て
い
る
点
だ
。
も
ち
ろ
ん
『
経
験
心
理
の
学
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
病
の
記
録
、
た
と
え
ば
日
記
や
伝
記
の
類
い
が
、
か
な
ら
ず
し
も
危

険
行
為
に
帰
着
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
危
険
行
為
が
心
の
病
と
し
て
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
雑
誌
の
な
か
の
次
の
記
述
が
手
が
か
り
と
な
る
。

「
貪
欲
さ
、
浪
費
、
賭
博
癖
、
嫉
み
、
無
精
、
虚
栄
心
な
ど
と
い
っ
た
も
の
を
、
心
の
能
力
の
病
ま
た
は
心
の
病
の
う
ち
に
数
え
入
れ
る
こ
と
に
ひ
と
び
と
は

い
ま
だ
慣
れ
て
お
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
病
の
処
置
に
つ
い
て
思
案
す
る
こ
と
に
も
慣
れ
て
い
な
い

（
11
（

」。
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こ
の
引
用
は
心
の
病
に
つ
い
て
の
同
時
代
の
理
解
不
足
へ
の
批
判
を
述
べ
た
箇
所
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
浪
費
癖
や
賭
博
癖
の
よ
う
な
悪
癖
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

も
の
、
そ
し
て
嫉
み
や
虚
栄
心
の
よ
う
な
あ
る
状
況
下
に
お
か
れ
て
抱
い
て
し
ま
う
感
情
も
ま
た
心
の
病
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
病
と
し
て
対
処
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
症
状
に
依
存
症
や
ら
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
障
害
と
い
っ
た
病
名
を
当
て
は
め
て
、『
経
験
心

理
の
学
』
の
先
見
性
を
あ
ら
た
め
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
殺
人
行
為
や
危
険
行
為
を
頂
点
に
、
悪
癖
と
呼
ば
れ

る
よ
う
な
素
行
が
心
の
病
の
判
断
基
準
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
突
き
合
わ
せ
て
み
た
い
の
は
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
主
張
だ
。『
狂

気
の
歴
史
』
の
な
か
で
フ
ー
コ
ー
は
、
狂
気
の
分
類
の
秩
序
は
狂
気
の
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、
そ
の
外
の
秩
序
は
人
間
の
性

格
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る

（
11
（

。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
狂
気
と
い
う
病
気
の
諸
形
態
を
探
し
求
め
た
末
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
は
道
徳
生
活
上
の
ゆ
が
み
で
あ
っ
た

（
11
（

。

こ
の
フ
ー
コ
ー
の
主
張
は
、
こ
の
悪
癖
や
感
情
が
心
の
病
の
定
義
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
心
の
病
と
い
う
疾
患
分
類
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
時
代

に
お
い
て
は
、
心
の
病
は
道
徳
的
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
手
が
か
り
に
定
義
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
摘
を
引
き
受
け
る
な

ら
ば
、
子
ど
も
殺
し
や
ナ
イ
フ
に
よ
る
恐
喝
の
よ
う
な
危
険
行
為
は
、
心
の
病
を
可
視
化
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
極
端
な
不
道
徳
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
危
険
行
為
こ
そ
が
心
の
病
の
症
例
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅲ
．
社
会
改
善

『
経
験
心
理
の
学
』
に
お
い
て
、
子
ど
も
殺
し
の
犯
罪
者
や
学
校
で
ナ
イ
フ
を
振
り
回
す
少
年
が
心
の
病
の
症
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
理
由
を
、
同

時
代
の
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
テ
オ
ド
ー
レ
・
ズ
ィ
オ
ル
コ
ウ
ス
キ
ー
の
指
摘
が
糸
口
と
な
る
。
ズ
ィ
オ
ル
コ

ウ
ス
キ
ー
は
、『
経
験
心
理
の
学
』
が
発
刊
さ
れ
て
い
た
時
期
を
、
幅
広
く
心
の
病
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
時
代
と
認
め
、
そ
れ
を
近
代
的
な
医
学
や
自
然
科
学

の
発
展
の
一
段
階
と
し
て
み
な
す
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
病
へ
の
関
心
を
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
緩
や
か
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
社
会
改
善
の
試
み
と
し
て
位
置

づ
け
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

（
1（
（

。
こ
の
よ
う
な
心
の
病
へ
の
医
学
的
関
心
と
、
社
会
の
変
革
と
が
重
ね
合
っ
て
い
る
地
点
が
、
心
の
病
を
わ
ず
ら
っ
た
人
を
専

門
に
扱
う
医
療
制
度
の
成
立
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
一
歩
と
し
て
、
病
人
、
犯
罪
者
、
貧
民
た
ち
を
収
容
し
て
い
た
懲
治
院
（Zuchthaus

）
の
改
革
が
提
言
さ

れ
た
。

麻
の
実
を
と
る
た
め
の
突
き
棒
、
食
堂
の
大
き
な
パ
ン
と
そ
れ
を
切
る
た
め
の
ナ
イ
フ
、
汚
物
に
ま
み
れ
た
足
、
窓
に
つ
い
た
四
角
い
小
窓
か
ら
み
え
る
、
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（
染
料
を
と
る
た
め
に
）
ス
オ
ウ
を
砕
く
人
た
ち
、
大
き
な
織
り
機
、
縫
い
物
を
す
る
部
屋
、
教
会
、
指
示
に
耳
を
か
さ
な
い
人
に
つ
か
う
鉄
製
の
ト
ゲ
の
つ
い

た
拘
束
具

（
11
（

こ
れ
ら
は
旅
行
記
に
残
さ
れ
た
一
八
世
紀
中
葉
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
懲
治
院
の
様
子
を
伝
え
る
記
述
で
あ
る

（
11
（

。
懲
治
院
と
は
、
孤
児
、
寡
婦
、
病
人
、
犯
罪
者
な

ど
、
放
置
し
て
お
い
た
ら
社
会
的
な
不
安
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
人
々
を
あ
ら
か
じ
め
囲
い
込
む
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
。
懲
治
院
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
選

定
侯
国
ザ
ク
セ
ン
で
発
布
さ
れ
た
一
連
の
法
令
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
八
〇
年
に
発
布
さ
れ
た
法
令
に
て
、
社
会
秩
序
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の

君
主
の
配
慮
か
ら
、
懲
治
院
を
ヴ
ァ
ル
ト
ハ
イ
ム
に
設
置
し
て
以
降
、
そ
こ
に
収
容
す
べ
き
人
々
は
時
代
に
応
じ
て
追
加
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
六
世
紀
末
に
な
る

と
、
病
人
、
物
乞
い
、
貧
民
、
放
浪
者
、
不
品
行
な
人
々
を
収
容
、
一
七
世
紀
中
葉
に
は
、
健
常
で
あ
る
の
に
働
か
な
い
物
乞
い
、
ジ
プ
シ
ー
、（
建
物
の
改
修

な
ど
の
仕
事
が
あ
れ
ば
住
み
込
み
で
働
き
、
放
浪
と
散
財
を
重
ね
て
い
た
）
職
人
の
若
造
そ
し
て
水
車
小
屋
の
人
夫

（
11
（

、
盗
賊
、
殺
人
者
も
収
容
す
る
よ
う
定
め
ら

れ
た
。
ヴ
ァ
ル
ト
ハ
イ
ム
の
懲
治
院
に
一
七
一
六
年
時
点
で
収
容
さ
れ
て
い
た
一
八
二
名
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
前
と
簡
単
な
経
歴
そ
し
て
収
監
理
由
が
書
き
残

さ
れ
て
い
る

（
11
（

。
こ
の
名
簿
か
ら
は
、
法
令
で
収
容
が
定
め
ら
れ
た
上
記
の
人
々
に
加
え
て
、
元
傭
兵
、
放
火
犯
、
全
盲
の
男
、
旅
券
不
支
持
の
女
と
そ
の
子
ど

も
、
売
春
婦
、
正
当
な
婚
姻
関
係
な
し
で
う
ま
れ
た
栄
誉
な
し
の
子
、
傭
兵
の
寡
婦
と
そ
の
子
ど
も
、
不
信
心
者
、
癲
癇
患
者
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
患
者
が
収
容
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

犯
罪
者
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
病
人
や
貧
民
、
そ
し
て
職
業
不
定
で
定
住
地
を
も
た
ず
各
地
を
点
々
と
す
る
若
者
た
ち
、
こ
う
し
た
一
群
の
人
々
は

保
護
が
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
更
な
る
犯
罪
を
ひ
き
お
こ
し
か
ね
な
い
危
険
人
物
で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ル
ト
ハ
イ
ム
に
は
退
役
し
た
元
傭
兵
（
な
ら
び
に
傭
兵
の
寡

婦
）
が
少
な
か
ら
ず
収
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
三
十
年
戦
争
締
結
後
に
お
と
ず
れ
た
一
時
的
な
安
定
状
態
の
も
と
、
ド
イ
ツ
各
地
で
は
退
役

傭
兵
に
よ
る
犯
罪
が
増
加
し
た
。
火
器
を
扱
う
こ
と
に
手
慣
れ
た
元
傭
兵
た
ち
は
と
り
わ
け
監
視
を
必
要
と
す
る
対
象
で
あ
っ
た
。

『
経
験
心
理
の
学
』
に
懲
治
院
を
主
題
的
に
扱
っ
た
記
事
は
な
い
。
例
外
的
に
、
第
二
巻
二
号
に
、
収
監
前
に
営
ん
で
い
た
仕
事
を
施
設
内
で
も
継
続
さ
せ
る

こ
と
で
矯
正
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
に
つ
い
て
の
短
い
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
労
働
こ
そ
が
人
間
を
矯
正
す
る
近
道
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

（
11
（

。
た
だ
し
第
二
期
編

集
主
幹
の
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ポ
ッ
ケ
ル
ス
は
、『
経
験
心
理
の
学
』
と
は
別
の
媒
体
で
あ
る
が
、
ツ
ェ
レ
の
懲
治
院
な
ら
び
に
狂
人
収
容
施
設
の
「
き

わ
め
て
惨
め
な
恐
ろ
し
い
身
の
毛
の
よ
だ
つ
光
景
」
を
、「
汚
物
の
ひ
ど
い
匂
い
」
に
襲
わ
れ
な
が
ら
書
き
留
め
て
い
る
。

「
わ
た
し
た
ち
が
広
い
ホ
ー
ル
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
他
の
懲
治
院
と
同
じ
よ
う
に
、
物
静
か
な
狂
人
た
ち
は
理
性
を
有
す
る
者
た
ち
に
ま
じ
っ
て
食
事
を
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し
て
い
た
。
し
か
し
か
れ
ら
の
汚
い
が
つ
が
つ
し
た
獣
の
よ
う
な
食
べ
方
は
、
私
が
こ
こ
で
目
に
し
た
狂
人
た
ち
の
光
景
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
嫌
悪
感
を
抱

か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た

（
11
（

」。
嫌
悪
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
心
の
病
を
扱
う
雑
誌
の
編
集
者
は
、
そ
の
病
に
患
う
人
々
を
書
き
と
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う

だ
。
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
話
を
す
る
男
、
肌
着
一
枚
も
ま
と
わ
ず
陰
部
を
み
せ
つ
け
る
女
性

（
11
（

、
目
の
前
の
作
業
台
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り

を
た
だ
繰
り
返
し
続
け
る
男
な
ど
、
心
の
病
を
患
っ
た
人
た
ち
を
収
監
す
る
独
房
の
続
く
「
悲
惨
な
街
路

（
11
（

」
を
歩
き
な
が
ら
、
ポ
ッ
ケ
ル
ス
は
狂
人
た
ち
ひ
と
り

ひ
と
り
に
つ
い
て
対
話
を
試
み
そ
の
病
の
あ
り
よ
う
を
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
狂
人
た
ち
の
描
写
と
あ
わ
せ
て
、
ポ
ッ
ケ
ル
ス
は
、
施
設
の
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
た
。「
地
獄
へ
と
至
る
途
上
［
悲
惨
な
懲
治
院
の
こ
と
］
に
い
る

こ
と
で
、
彼
ら
は
人
間
社
会
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
わ
ず
か
で
あ
れ
理
性
が
残
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
し
て
も
、
多
く
の
荒
れ
狂
う
者
た
ち
の
そ
ば
に
い
る

こ
と
で
、
そ
の
わ
ず
か
な
理
性
も
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
神
経
を
構
成
し
て
い
る
も
の
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
身
体
器
官
は
、
狂
気
を
発

症
す
る
た
め
に
備
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
種
の
心
の
病
は
容
易
に
隣
人
に
感
染
す
る
こ
と
は
十
分
に
知
ら
れ
た
こ
と
な
の
だ
か
ら

（
11
（

」。

人
間
に
は
狂
気
を
発
症
す
る
神
経
器
官
が
備
わ
っ
て
お
り
、
狂
人
と
接
す
る
こ
と
で
ま
さ
に
感
染
す
る
か
の
よ
う
に
健
常
な
人
間
も
狂
気
に
陥
る
と
い
う
ポ
ッ

ケ
ル
ス
の
説
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
本
論
で
検
討
す
る
が
、
ポ
ッ
ケ
ル
ス
は
、
心
の
病
を
患
っ
て
い
る
狂
人
と
、
そ
れ
以
外
の
理
性
を
保
っ
て
い
る
孤
児
や
貧

民
や
犯
罪
者
と
を
い
っ
し
ょ
く
た
に
収
容
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。

狂
人
、
孤
児
、
病
人
、
犯
罪
者
を
区
別
せ
ず
に
扱
う
こ
と
へ
の
批
判
は
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
や
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
ら
イ
ギ
リ
ス
論
客
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
、
一
八
世
紀
中
葉
以
降
、
ド
イ
ツ
で
も
高
ま
り
を
見
せ
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
は
、
ハ
ワ
ー
ド
に
影
響
を
受
け
て
、
ド

イ
ツ
の
懲
治
院
を
実
際
に
訪
問
し
、
そ
の
現
状
を
三
巻
か
ら
な
る
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト

（
1（
（

の
か
た
ち
で
ま
と
め
た
。
ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
が
、
ド
イ
ツ
の
懲
治
院
の
改
善
点

と
し
て
指
摘
し
た
の
が
、
居
住
環
境
の
狭
さ
や
衛
生
環
境
の
劣
悪
さ
、
監
禁
器
具
の
危
険
性
、
そ
し
て
な
に
よ
り
男
女
の
区
別
な
く
、
犯
罪
者
、
病
人
、
孤
児
を

ま
ぜ
こ
ぜ
に
収
容
し
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。「
一
般
的
に
い
っ
て
、
狂
人
た
ち
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
省
み
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
多
い

（
11
（

」。
医
療
的
な
対
処
を

必
要
と
す
る
人
々
に
は
医
療
を
施
し
、
孤
児
た
ち
に
は
教
育
そ
し
て
仕
事
を
教
え
、
犯
罪
者
に
は
（
キ
リ
ス
ト
教
的
な
）
改
心
と
矯
正
と
を
期
待
す
る
。
収
容
さ

れ
て
い
た
人
々
の
分
化
を
ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
は
強
く
求
め
た
。

ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
懲
治
院
の
報
告
書
と
は
別
の
論
考
の
な
か
で
、
懲
治
院
の
社
会
的
な
役
割
は
人
間
を
改
善
さ
せ
る
点
に
あ
る
と
主
張
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
と
し
て
は
、
日
々
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
実
践
を
通
し
て
ま
ず
敬
虔
さ
を
身
に
付
け
さ
せ
て
倫
理
的
な
腐
敗
を
取
り
除
き
、
貧
民
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に
は
援
助
、
働
け
る
人
材
に
は
労
働
の
機
会
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
孤
児
に
は
教
育
を
施
し
て
立
派
な
大
人
へ
と
育
て
上
げ
る
。
こ
の
懲
治
院
の
役
割
を
実
現
す

る
た
め
に
ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
が
強
く
求
め
た
の
が
、
ふ
さ
わ
し
い
看
守
役
を
育
成
し
各
地
の
懲
治
院
に
配
置
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
に
も
か
く
に
も
「
看
守
役
の
育
成
は
必
要
不
可
欠
な
も
の

（
11
（

」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
「
人
間
の
感
受
能
力
、
考
え
る
能
力
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
改
善
さ

れ
る
の
か
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
怖
が
ら
せ
た
り
殴
っ
た
り
し
て
も
改
善
は
実
現
し
な
い
、
改
善
し
う
る
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
処
遇
を
う
け
る
と
、
む
し
ろ
悪

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
人
間
の
心
を
良
く
知
る
者
が
助
け
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
人
間
の
心
を
知
る
者
の
見
解
が
改
善
を
必
要
と
す

る
人
間
の
扱
い
を
決
め
る
た
め
に
役
立
た
な
い
な
ん
て
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。［
…
］
本
来
こ
う
し
た
懲
治
院
に
い
る
の
は
粗
野
な
人
間
だ
、
こ
う
し
た
場
所
に
い

る
こ
う
し
た
人
間
は
、
人
間
を
よ
く
知
る
者
の
監
視
下
に
お
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
11
（

」

こ
う
し
た
ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
の
主
張
の
眼
目
は
、
懲
治
院
が
社
会
不
安
を
ひ
き
お
こ
す
危
険
人
物
を
収
容
し
、
同
時
に
彼
ら
を
改
善
さ
せ
る
た
め
の
施
設
と
し
て

機
能
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
危
険
人
物
を
社
会
か
ら
隔
離
し
て
強
制
的
に
労
働
さ
せ
、
聖
書
の
文
言
を
暗
記
さ
せ
頭
ご
な
し
に
改
心
さ
せ
る
こ
と
で

は
そ
の
目
的
は
達
成
し
え
な
い
と
い
う
旧
来
の
懲
治
院
へ
の
批
判
に
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
だ
。
人
間
を
改
善
さ
せ
る
た
め
に
は
、
制
度
や
環
境
の
改
善
は
当
然
の

こ
と
、
人
間
の
心
を
熟
知
す
る
人
材
に
よ
る
ケ
ア
が
必
要
と
ヴ
ァ
グ
ニ
ッ
ツ
は
考
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
社
会
改
善
を
め
ざ
し
た
動
き
を
考
慮
に
い
れ
て
み
る
と
、
子
ど
も
殺
し
の
犯
罪
者
や
学
校
で
ナ
イ
フ
を
振
り
回
す
少
年
の
よ
う
な
危
険
人
物
が
引
き

起
こ
す
犯
罪
や
事
件
を
デ
ー
タ
と
し
て
収
録
す
る
『
経
験
心
理
の
学
』
が
、
人
間
の
矯
正
を
促
進
す
る
た
め
の
媒
体
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
付
く
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
誌
上
で
収
集
提
供
さ
れ
た
社
会
不
安
を
あ
た
え
る
人
々
の
デ
ー
タ
は
、
看
守
の
よ
う
な
人
間
の
心
を
熟
知
す
る
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
も
活
用

さ
れ
た
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
明
確
な
社
会
改
善
へ
の
目
的
意
識
は
な
く
と
も
、『
経
験
心
理
の
学
』
の
読
書
経
験
に
は
、

心
の
病
に
つ
い
て
の
知
見
が
得
ら
れ
る
と
い
う
単
な
る
医
学
的
な
知
見
の
獲
得
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
読
者
が
道
徳
的
な
人
間
改
善
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
へ
と
巻
き

込
ま
れ
る
と
い
う
側
面
が
含
ま
れ
て
い
た
。『
経
験
心
理
の
学
』
の
読
書
経
験
を
と
り
だ
す
た
め
に
も
、
犯
罪
者
に
つ
い
て
の
報
告
に
類
さ
れ
る
一
連
の
言
説
を

再
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅳ
．
病
と
犯
罪
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
、

ま
ず
犯
罪
者
に
つ
い
て
の
報
告
が
ひ
と
つ
の
書
籍
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
『
経
験
心
理
の
学
』
第
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三
巻
二
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
殺
人
犯
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
の
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
、
聖
書
の
黙
示
録
に
ひ
ど
く
影
響
さ
れ
た
殺
人

犯
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
一
七
世
紀
初
頭
に
実
在
し
た
法
学
者
で
あ
り
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
貴
族
グ
ラ
ボ
ウ
家
の
宮
廷
顧
問
官
に
任
じ

ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
殺
人
者
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
残
さ
れ
た
裁
判
記
録
を
も
と
に
再
構
成
さ
れ
た
一
種
の
伝
記
文
学
の
よ
う
な
体
裁
を
と
っ
た
報
告
と

な
っ
て
い
る
。

フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
は
っ
き
り
と
、
そ
の
性
格
は
兄
弟
た
ち
と
は
異
な
っ
て
、
ひ
ど
い
憂
鬱
症
的
な
気
質
で
あ
り
、
日
頃
か
ら
不
安
な
考
え

に
と
ら
え
ら
れ
て
は
眠
り
に
つ
け
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た

（
11
（

。
そ
し
て
時
は
三
十
年
戦
争
、
す
で
に
顧
問
官
の
職
に
就
い
て
い
た
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
の
生
活
に
大
き

な
変
化
が
お
と
ず
れ
る
。
ロ
ス
ト
ッ
ク
の
広マ

ル
ク
ト場
に
面
し
た
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
の
自
邸
が
、
皇
帝
軍
の
フ
ォ
ン
・
ハ
ッ
ツ
フ
ェ
ル
ト
司
令
官
の
住
居
と
し
て
明
け
渡
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
す
ぐ
さ
ま
、
自
身
の
法
務
の
経
験
を
活
か
し
て
こ
の
命
令
に
対
す
る
不
服
を
申
し
立
て
る
。
し
か
し
彼
の
陳
情
は
一
向
に
功
を
奏
す

こ
と
は
な
か
っ
た

（
11
（

。

「
一
六
三
一
年
一
月
二
〇
日
木
曜
日
の
夜
一
二
時
、
暗
然
た
る
戦
い
が
続
い
た
時
期
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、
ヤ
ー
コ
プ
・
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
、
ハ
ッ
ツ
フ
ェ
ル
ト

司
令
官
の
即
座
の
死
を
神
が
望
ん
で
い
る
と
い
う
考
え
に
と
ら
わ
れ
て
目
を
覚
ま
し
た
。
呵
責
に
さ
い
な
ま
れ
な
が
ら
も
、
こ
の
殺
害
行
為
は
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
自

身
に
よ
っ
て
と
り
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
神
の
霊
感
に
、
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
次
第
に
支
配
さ
れ
て
い
っ
た

（
11
（

」。
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
司
令
官
を
殺

害
す
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
考
え
を
な
ん
と
か
抑
え
る
た
め
に
、
一
心
に
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
、
聖
書
を
真
剣
に
読
む
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
ユ
ー
デ
ィ
ト
書
を
読

ん
で
い
る
と
き
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
首
を
斬
る
ユ
ー
デ
ィ
ト
と
、
自
分
の
姿
と
が
重
な
り
あ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
恐
怖
を
覚
え
た

（
11
（

。
こ
の
恐
ろ
し
い
姿
を
抑

え
込
も
う
と
、
フ
ァ
ル
マ
イ
ア
は
神
に
祈
り
を
捧
げ
続
け
た
が
、
翌
一
月
二
二
日
の
早
朝
、
こ
の
日
に
殺
害
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
衝
動
で
目
を

覚
し
、
早
朝
六
時
に
フ
ォ
ン
・
ハ
ッ
ツ
フ
ェ
ル
ト
宅
を
訪
問
し
て
彼
を
殺
害
し
た

（
11
（

。

残
さ
れ
た
裁
判
記
録
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
犯
罪
者
の
自
伝
と
聞
い
て
思
い
だ
す
の
が
、
シ
ラ
ー
の
小
説
『
不
名
誉
か
ら
の
殺
人
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
説
は
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
い
う
安
宿
の
少
年
が
、
恋
心
を
抱
い
て
い
た
女
性
の
気
を
引
く
た
め
に
犯
し
た
ひ
と
つ
の
軽
微
な
盗
み
か
ら
、
犯
罪
者
と
い
う
烙

印
を
押
さ
れ
、
各
地
で
指
名
手
配
さ
れ
る
盗
賊
団
の
残
忍
な
首
領
へ
と
転
落
し
て
い
く
様
を
描
い
た
伝
記
的
小
説
で
あ
る

（
11
（

。
こ
の
作
品
も
ま
た
、
シ
ラ
ー
が
ギ
ム

ナ
ジ
ウ
ム
時
代
、
教
師
ア
ー
ベ
ル
か
ら
聞
か
さ
れ
た
実
際
に
起
き
た
事
件
の
裁
判
（
ア
ー
ベ
ル
の
父
が
こ
の
犯
罪
者
の
尋
問
に
関
与
し
て
い
た
）
に
触
発
さ
れ
作

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る

（
1（
（

。
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こ
の
小
説
の
冒
頭
に
シ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
寄
せ
て
い
た
。「
歴
史
の
研
究
が
市
民
生
活
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
な
ん
の
効
果
も
与
え
な
い
理
由
は
こ

こ
に
あ
る
。［
小
説
に
登
場
す
る
］
行
為
す
る
人
間
の
激
し
い
心
情
の
動
き
と
、
そ
の
行
為
を
前
に
し
て
い
る
読
者
の
平
静
な
気
分
と
の
間
に
は
、
著
し
く
相
反

し
た
大
き
な
隔
た
り
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
読
者
が
主
人
公
の
行
為
の
理
由
の
つ
な
が
り
を
察
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

（
11
（

」。
そ
れ
ゆ
え
、「
主
人
公
は
読
者
と
同
じ

く
冷
静
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
い
し
は
私
た
ち
が
そ
の
行
為
に
い
た
る
ま
で
の
こ
の
不
幸
な
主
人
公
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
わ
れ
わ

れ
は
彼
が
た
だ
そ
の
行
為
を
完
結
す
る
点
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
行
為
を
お
こ
そ
う
と
す
る
彼
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
行
動
よ
り
も
彼
が
抱
く
思

い
の
方
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
重
要
な
の
だ
。
彼
の
行
為
の
結
末
よ
り
も
、
そ
の
原
因
た
る
彼
の
思
い
の
ほ
う
が
は
る
か
に
重
要
な
の
で
あ
る

（
11
（

」。

こ
れ
は
小
説
の
本
筋
が
は
じ
ま
る
前
の
、
作
者
シ
ラ
ー
に
よ
る
前
口
上
に
あ
た
る
部
分
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
登
場
人
物
の
行
為
で
は
な
く
行
為

に
い
た
る
ま
で
の
彼
の
考
え
、
つ
ま
り
そ
の
行
為
の
原
因
た
る
主
人
公
の
心
の
う
ち
の
方
が
重
要
だ
と
す
る
シ
ラ
ー
の
主
張
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
主

人
公
の
心
を
描
き
出
す
た
め
に
、
シ
ラ
ー
は
主
人
公
ヴ
ォ
ル
フ
の
生
い
立
ち
か
ら
書
き
は
じ
め
て
い
る
。
幼
少
の
頃
に
そ
の
醜
い
容
姿
を
嘲
笑
さ
れ
続
け
、
最
初

の
盗
み
を
犯
し
た
あ
と
、
村
の
共
同
体
へ
の
帰
属
を
求
め
な
が
ら
も
常
に
排
除
さ
れ
続
け
た
主
人
公
の
孤
独
感
。
窃
盗
団
に
迎
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
仲
間
か
ら
慕

わ
れ
る
こ
と
を
経
験
を
し
、
そ
し
て
密
入
国
者
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
時
に
受
け
た
人
間
的
な
扱
い
に
は
じ
め
て
人
の
優
し
さ
を
感
じ
る
場
面
と
、
初
犯
か
ら
殺
人

を
犯
し
そ
し
て
処
刑
さ
れ
る
ま
で
の
主
人
公
の
気
持
ち
の
変
化
に
重
点
を
置
い
た
小
説
と
し
て
シ
ラ
ー
は
ま
と
め
あ
げ
て
い
る
。

シ
ラ
ー
が
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
小
説
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
ジ
ャ
ン
ル
が
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
当
時
の
悪
漢
小
説
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
の

戯
曲
作
家
と
し
て
の
名
声
を
確
立
せ
し
め
た
『
群
盗
』
も
ま
た
、
盗
賊
の
首
領
を
主
人
公
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
が
、
判
例
集
と
り
わ
け

ド
イ
ツ
で
盛
ん
に
受
容
さ
れ
て
い
た
ピ
タ
ヴ
ァ
ル

（
11
（

に
端
を
発
す
る
判
例
集
で
あ
っ
た
。

判
例
集
と
は
、
文
字
通
り
犯
罪
者
の
裁
判
の
記
録
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
・
ピ
タ
ヴ
ァ
ル
に
よ
る
判
例
集
は
ド
イ
ツ
で
も
複
数
の
訳
本
が
で
る
ほ
ど
熱
心

に
受
容
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
記
録
に
は
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
編
纂
し
た
『
ピ
エ
ー
ル
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
犯
罪
』
を
読
ん
で
も
わ
か
る
よ

う
に
、
犯
罪
者
が
犯
罪
に
い
た
る
ま
で
の
経
緯
や
目
撃
者
の
証
言
、
そ
し
て
犯
罪
者
の
自
白
記
録
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
裁
判
記
録
が
収

集
さ
れ
た
そ
も
そ
も
の
目
的
は
、「
事
案
を
知
ら
ず
し
て
推
論
を
重
ね
れ
ば
誤
審
を
招
く
の
は
確
実

（
11
（

」
と
い
う
実
務
へ
の
対
応
、
つ
ま
り
実
際
の
裁
判
に
お
い
て

参
考
と
な
る
判
例
を
収
集
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

（
11
（

。
し
か
し
判
例
集
は
、
こ
の
本
来
の
目
的
と
は
か
け
離
れ
て
、
犯
罪
者
の
一
生
の
物
語
つ
ま
り
そ
の
経
歴
や
犯
罪

を
ひ
き
お
こ
し
た
動
機
を
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
提
供
す
る
読
み
物
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
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犯
罪
者
の
人
生
の
記
録
が
、
小
説
と
同
じ
よ
う
に
一
般
の
読
者
を
魅
了
す
る
こ
と
に
着
目
し
た
の
が
、
シ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
シ
ラ
ー
は
こ
の
判
例
集
を
読
み
物

と
し
て
磨
き
上
げ
る
た
め
に
、
ピ
タ
ヴ
ァ
ル
の
判
例
集
の
あ
ら
た
な
翻
訳
集
も
企
て
て
い
た
。「［
こ
の
新
翻
訳
と
い
う
］
あ
ら
た
な
装
丁
を
施
す
に
あ
た
り
、
読

者
の
要
求
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
法
律
理
解
に
役
立
つ
原
著
に
含
ま
れ
た
法
律
関
連
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
と
ど
め
て
お
く
こ
と
は
、
本
訳
書
が
め
ざ
す
目
的
に
反

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
新
翻
訳
者
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
部
分
が
割
愛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
収
録
さ
れ
た
話
は
そ
の
完
全
さ
を
失
う

こ
と
な
ど
全
く
な
く
、
む
し
ろ
読
者
の
関
心
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う

（
11
（

」。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ラ
ー
が
判
例
集
に
期
待
し
て
い
た
の
は
、
裁
判
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
手
続
き
を
含
め
た
判
例
と
し
て
の
役
割
で
は
な
く
、「
感
情
の
隠
さ

れ
た
戯
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
覆
い
隠
さ
れ
た
策
略
や
心
を
ま
ど
わ
す
即
物
的
な
詐
欺
の
か
ら
く
り
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

（
11
（

」
点
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
シ
ラ
ー
の
『
名
誉
か
ら
の
犯
罪
者
』
は
、
裁
判
記
録
か
ら
小
説
へ
の
翻
案
を
自
ら
実
践
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
判
例
集
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
犯
罪
者
の
よ
う
な
道
徳
的
に
逸
脱
し
た
人
間
へ
の
読
者
の
関
心
に
応
え
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
読
者
の
関
心
は
、
犯
罪
者
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
殺
者
の
伝
記
集
や
狂
人
の
伝
記
集
と
い
っ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
当
時
多
数

編
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
要
因
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
多
数
確
認
で
き
る
が
、
な
か
で
も
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
マ
イ
ス
ナ
ー
の

『
ス
ケ
ッ
チ
』
に
あ
さ
め
ら
れ
、
の
ち
に
『
犯
罪
者
た
ち
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
犯
罪
者
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
集
。
そ
れ
か
ら
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
ピ
ー
ス
の
、『
自
殺
者
た
ち
の
伝
記

（
11
（

』
そ
し
て
『
狂
人
た
ち
の
伝
記

（
11
（

』
が
有
名
で
あ
る
。

『
犯
罪
者
た
ち
』
の
序
文

（
1（
（

で
著
者
の
マ
イ
ス
ナ
ー
は
、
収
録
し
て
い
る
犯
罪
者
談
が
創
作
で
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
基
と
な
る
裁
判
記
録
の
穴
を
埋
め
る

た
め
に
、
口
伝
え
の
情
報
を
頼
り
に
し
て
い
る
箇
所
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が

（
11
（

、
ノ
ヴ
ェ
レ
で
は
な
い
と
念
を
お
す
。
マ
イ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
に
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
み
て
、
人
間
の
心
の
興
味
深
い
道
程
が
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
話
は
載
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す

（
11
（

」。
こ
の

直
訳
調
の
引
用
を
敷
延
す
れ
ば
、『
犯
罪
者
た
ち
』
の
読
者
は
、
収
録
さ
れ
た
ど
の
逸
話
を
読
ん
で
も
、
あ
る
人
間
が
犯
罪
を
犯
す
ま
で
の
心
の
道
程
を
た
ど
る

こ
と
が
で
き
る
と
マ
イ
ス
ナ
ー
は
約
束
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
シ
ラ
ー
が
ピ
タ
ヴ
ァ
ル
の
判
例
集
の
改
訳
そ
し
て
自
ら
『
不
名
誉
か
ら
の
犯
罪

者
』
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
効
果
、
つ
ま
り
犯
罪
行
為
で
は
な
く
犯
罪
を
犯
す
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
と
同
じ
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。

あ
わ
せ
て
心
の
病
を
患
う
人
間
た
ち
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集
め
た
シ
ュ
ピ
ー
ス
編
纂
に
よ
る
『
狂
人
た
ち
の
伝
記
』
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
こ
の
ア
ン
ソ



19 心に向けられたまなざし（吉田）

ロ
ジ
ー
に
は
全
四
巻
に
一
八
人
の
狂
人
の
伝
記
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
長
さ
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
基
に
し
た
資
料
に
起
因
す
る

の
で
あ
ろ
う
、
話
の
込
み
入
り
具
合
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
と
は
い
え
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
の
人
気
作
家
と
し
て
し
ら
れ
た
シ
ュ
ピ
ー
ス
が
手
が
け
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

は
、
史
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
、
な
に
よ
り
も
読
み
物
と
し
て
の
質
を
維
持
す
る
た
め
に
創
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
例
え
ば
、
全
編

に
み
ら
れ
る
登
場
人
物
の
会
話
が
セ
リ
フ
と
し
て
戯
曲
風
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
こ
う
し
た
創
作
の
跡
を
顕
著
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ユ
ダ
ヤ
人
女
性
エ
ス
テ
ル
・
Ｌ
の
伝
記
は
、
エ
ス
テ
ル
の
狂
気
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
話
の
展
開
に

創
作
意
欲
が
注
が
れ
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
筋
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
恋
人
と
宗
教
を
理
由
に
結
婚
が
で
き
な
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人

女
性
エ
ス
テ
ル
は
、
そ
の
後
、
父
の
死
去
に
よ
り
莫
大
な
遺
産
を
引
き
継
ぎ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
改
宗
し
修
道
院
に
入
る
。
そ
こ
に
か
つ
て
の
恋
人
は
偶
然
に
も
エ

ス
テ
ル
を
見
つ
け
る
と
、
彼
女
を
修
道
院
か
ら
連
れ
出
し
た
。
彼
女
は
再
度
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
改
宗
し
て
、
ふ
た
り
は
め
で
た
く
結
婚
、
子
ど
も
を
授
か
る
。

し
か
し
彼
女
の
妊
娠
中
に
夫
は
ふ
っ
か
け
ら
れ
た
決
闘
で
命
を
落
と
す
。
彼
女
が
引
き
継
い
だ
遺
産
を
目
当
て
に
か
つ
て
の
修
道
院
の
尼
僧
た
ち
は
、
エ
ス
テ
ル

を
軟
禁
す
る
こ
と
に
な
る
。
無
事
に
生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
は
、
尼
僧
た
ち
の
奸
計
で
修
道
院
の
外
の
乳
母
に
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
子
ど
も
を
殺
さ
れ
た
と
勘

違
い
し
た
エ
ス
テ
ル
は
「
何
日
も
高
熱
を
患
い
」、「
憤
怒
の
念
は
、
つ
い
に
狂
気
へ
と
姿
を
変
え
、
こ
の
狂
気
は
彼
女
の
想
像
力
を
狂
わ
せ
る
こ
と
に
な
る

（
11
（

」。

「
彼
女
は
肌
着
や
ぼ
ろ
布
で
赤
ん
坊
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
丹
念
に
世
話
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
11
（

」。
狂
気
を
発
症
し
た
エ
ス
テ
ル
は
、
外
に
出
る
自
由
を
完
全
に
奪
わ

れ
た
が
、
哀
れ
に
思
っ
た
侯
爵
夫
人
が
居
城
に
彼
女
を
引
き
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。
エ
ス
テ
ル
は
死
後
二
日
前
に
、
完
全
に
正
気
に
戻
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
肺
炎

で
こ
の
世
を
去
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
ド
ラ
マ
仕
立
て
だ
。

当
時
の
書
評
を
み
て
も
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
の
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
ま
っ
た
く
も
っ
て
手
の
込
ん
だ
、
故
意
に
心
を
震
わ
せ
る
よ
う
な
箇
所

の
認
め
ら
れ
る
、
作
り
話
半
分
の
詳
細
さ
に
欠
い
た
書
き
ぶ
り

（
11
（

」
が
批
判
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
問
題
は
、
シ
ラ
ー
、
マ
イ
ス
ナ
ー
、
シ
ュ
ピ
ー
ス
の
作
品
が
、

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
犯
罪
者
や
狂

人
の
伝
記
が
読
み
物
と
し
て
提
供
さ
れ
、
当
時
の
読
者
た
ち
に
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
だ
。
書
評
で
も
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
当
時
の
読
者
た
ち
は
、
犯
罪
者
や
狂
人
を
主
人
公
と
す
る
小
説
を
文
学
的
な
創
作
物
と
認
め
た
う
え
で
享
受
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
シ
ュ

ピ
ー
ス
は
、『
狂
人
た
ち
の
伝
記
』
の
序
文
で
、
こ
う
し
た
創
作
物
の
必
要
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
狂
気
は
確
か
に
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
し
か
し
も
っ
と
ひ
ど
い
の
は
、
人
々
が
あ
ま
り
に
も
簡
単
に
こ
の
狂
気
の
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
す
。
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［
…
］
こ
う
し
た
不
幸
な
者
た
ち
の
伝
記
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
す
る
の
は
、
み
な
さ
ん
の
同
情
を
誘
い
た
い
と
い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
わ
た

し
が
み
な
さ
ん
に
示
し
た
い
の
は
、
み
な
さ
ん
自
身
が
こ
う
し
た
不
幸
の
原
因
と
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
不
幸
を
防
ぐ
の
も
ま
た
、

わ
た
し
た
ち
次
第
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

（
11
（

」。

こ
の
類
い
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
、
娯
楽
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
、
狂
気
に
陥
ら
な
い
た
め
の
教
育
的
な
処
方
箋
の
役

割
も
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
こ
の
引
用
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
狂
人
た
ち
の
伝
記
を
読
む
こ
と
で
、
日
常
生
活
に
潜
む
狂
気
へ
陥
る
要
因
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
要
因
を
事
前
に
熟
知
し
て
い
る
こ
と
で
、
人
々
は
狂
気
を
回
避
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
小
説
を
読
む
こ
と
で
回
避
で
き
る
よ
う

な
狂
気
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
徳
的
な
逸
脱
に
よ
っ
て
病
と
し
て
可
視
化
さ
れ
、
読
書
に
よ
っ
て
予
防
で
き
る
狂
気
と
は
ど
の
よ
う
な
心
の

病
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
い
ち
ど
一
八
世
紀
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
心
の
病
の
像
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅴ
．
心
の
病
と
そ
の
養
生

シ
ュ
ピ
ー
ス
は
、
狂
人
の
生
涯
を
編
ん
だ
『
狂
人
た
ち
の
伝
記
』
に
、
狂
気
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
教
育
的
な
役
割
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
教
育
的

な
配
慮
が
功
を
奏
す
る
に
は
、
狂
気
に
つ
い
て
の
特
定
の
理
解
が
共
有
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
狂
気
が
、
誰
も
が
容
易
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

病
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
予
防
線
と
し
て
の
役
割
が
狂
人
や
犯
罪
者
の
伝
記
に
は
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

テ
ィ
ソ
ー
は
『
神
経
と
そ
の
病
気
に
つ
い
て
の
論
考

（
11
（

』
は
、
こ
の
よ
う
な
狂
気
理
解
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
著
作
の
な
か
で
テ
ィ
ソ
ー
は
、
狂

気
や
メ
ラ
ン
コ
リ
ー

（
11
（

を
は
じ
め
と
し
て
、
利
己
心
や
浪
費
と
い
っ
た
性
格
や
癖

（
11
（

も
ま
た
ひ
と
一
括
り
に
、
神
経
に
由
来
す
る
病
と
し
て
論
じ
て
い
る
。『
経
験
心

理
の
学
』
で
も
ま
た
、
狂
気
と
浪
費
癖
や
怠
惰
癖
が
同
じ
心
の
病
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
病
の
理
解
に
は
、

テ
ィ
ソ
ー
の
理
論
の
よ
う
な
も
の
が
下
敷
き
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
テ
ィ
ソ
ー
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
神
経
の
病
は
、
生
ま
れ
持
っ
た
神
経

の
欠
陥
が
原
因
と
な
っ
て
、
ま
た
は
身
体
の
欠
陥
が
原
因
と
な
っ
て
発
症
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
居
住
地
域
の
気
候
や
食
べ
物
、
生
活
習
慣
も
ま
た

神
経
の
病
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
生
活
環
境
に
起
因
す
る
神
経
の
病
は
、
テ
ィ
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
時
代
病
と
診
断
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。「
恐
れ
ず
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
こ
の
種
の
病
気
は
、
以
前
は
ま
っ
た
く
稀
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昨
今
と
り
わ
け
都
市
に
お
い
て
顕
著
に

み
ら
れ
る

（
1（
（

」。
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で
は
具
体
的
に
都
会
の
生
活
の
何
が
病
の
原
因
に
な
る
の
か
、
テ
ィ
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
贅
沢
で
快
適
な
食
生
活
、
身
体
を
あ
ま
り
動
か
さ
な
い
室
内
を
中
心
と

し
た
活
動
、
そ
し
て
夜
更
か
し
の
三
点

（
11
（

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ス
パ
イ
ス
を
多
用
し
た
食
事
に
コ
ー
ヒ
ー
の
多
飲
、
例
え
ば
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
や
読
書
が
象
徴
す

る
よ
う
な
屋
内
で
の
仕
事
や
余
暇
、
快
適
さ
の
証
拠
で
あ
る
温
水
の
常
用
、
そ
し
て
暖
房
の
効
い
た
室
内
環
境
な
ど
で
あ
る
。
テ
ィ
ソ
ー
は
、
神
経
の
病
が
、
こ

の
よ
う
な
生
活
環
境
や
生
活
習
慣
と
い
っ
た
偶
発
的
な
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
神
経
の
病
は
、

食
生
活
や
生
活
リ
ズ
ム
の
改
善
に
よ
っ
て
回
復
で
き
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
心
の
病
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
心
の
不
調
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
健
常
と
病
の
間
に
は
明
確
な
区
別
は
な
く
、
む
し
ろ
程
度
の
問
題
、
健
常
な
状
態
か
ら
の
逸
脱
ま
た
は
ズ
レ
の
度
合
い
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

テ
ィ
ソ
ー
の
神
経
の
病
の
原
因
に
つ
い
て
の
解
説
を
引
き
受
け
る
な
ら
ば
、
心
の
病
は
、
そ
う
簡
単
に
完
治
さ
れ
な
い
稀
な
大
病
で
は
な
く
、
も
っ
と
身
近

な
、
誰
も
が
不
注
意
で
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
病
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
ポ
ッ
ケ
ル
ス
は
、
人
間
に
は
狂
気
に
陥
る
器
官
が
備
わ
っ
て
い
る
と
記
し
て
い

た
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
人
間
が
だ
れ
し
も
狂
気
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
発
言
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
誰
も
が
患
う
可
能
性
が
あ
る
と
す
る

心
の
病
の
同
時
代
の
理
解
を
背
景
に
置
く
こ
と
で
、『
経
験
心
理
の
学
』
の
な
か
で
「
心
の
養
生
学
」
と
い
う
項
目
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由

も
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
心
の
病
は
養
生
す
る
こ
と
で
十
分
防
ぐ
こ
と
の
で
き
る
病
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

そ
も
そ
も
「
心
の
養
生
」
と
い
う
表
現
も
宗
教
的
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
信
仰
へ
の
揺
ら
ぎ
か
ら
く
る
不
安
を
抑
え
た
り
、
死
を
前

に
し
て
の
心
の
平
穏
を
保
っ
た
り
し
て
、「
心
穏
や
か
に
幸
福
に
暮
す

（
11
（

」
こ
と
を
目
指
す
心
の
指
針
と
い
う
意
味
が
心
の
養
生
に
は
込
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し

『
経
験
心
理
の
学
』
で
は
、
心
の
養
生
は
、
心
の
病
を
防
ぐ
た
め
の
心
へ
の
配
慮
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
心
の
養
生
と
は
、
も
じ
ど
お
り
、「
心
の
健

康
な
状
態
を
維
持
す
る

（
11
（

」
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
心
の
健
康
状
態
の
維
持
と
は
、
心
の
諸
能
力
の
調
和
ま
た
は
釣
り
合
い
を
保
つ
こ
と
に
あ
る
。
お
か
し
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
心
を
治
す
の
が
治
療
の
術
だ
と
す
れ
ば
、
心
の
養
生
と
は
、「
心
の
諸
能
力
の
目
的
に
反
し
た
ま
た
は
無
秩
序
な
使
い
方
を
抑
え
る
よ
う
な
規
則

（
11
（

」

を
身
に
付
け
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
た
だ
し
心
の
状
態
は
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ま
ず
は
「
自
分
の
心
の
状
態
を
子
細
に
観
察
す
る
こ
と
で
人
ぞ

れ
ぞ
れ
の
養
生
の
仕
方
を
見
つ
け
る

（
11
（

」、
そ
れ
と
同
時
に
「
人
間
の
心
に
は
各
人
に
共
通
の
類
似
点
も
多
く
あ
る
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
経
験
を
互
い
に
伝
え
あ

う
こ
と
で
、
誰
に
で
も
一
定
の
効
果
を
も
つ
で
あ
ろ
う
、
一
般
的
な
養
生
の
規
則
を
み
つ
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い

（
11
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
『
経
験
心
理
の
学
』
の
刊
行
が
始
ま
っ
て
み
る
と
、
こ
の
養
生
の
項
目
に
類
さ
れ
る
記
事
は
集
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
養
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生
と
い
う
問
題
設
定
が
ま
ち
が
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
『
経
験
心
理
の
学
』
に
集
め
ら
れ
た
伝
記
、
日
記
、
子
ど
も
た
ち
の
観
察
記
録
と
い
っ
た
雑

多
な
デ
ー
タ
の
す
べ
て
が
、
心
の
養
生
と
い
う
目
的
に
益
す
る
経
験
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
読
者
た
ち
は
、『
経
験
心
理
の
学
』
に

収
録
さ
れ
た
記
事
を
読
む
こ
と
で
、
健
常
状
態
か
ら
病
へ
の
ズ
レ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
病
を
患
う
心
の
振
幅
を
敏
感
に
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
同
時

に
こ
の
読
書
経
験
に
よ
っ
て
、
読
者
た
ち
は
心
の
養
生
と
い
う
実
践
へ
と
参
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

養
生
と
い
う
形
で
の
心
へ
の
か
か
わ
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
心
の
奥
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
私
た
ち
は
、
時
計
の
針
が
ま
わ
る
と
こ
ろ
は
良
く

み
て
い
る
、
し
か
し
そ
の
内
部
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
お
な
じ
よ
う
に
私
た
ち
は
、
あ
る
人
の
行
為
の
端
緒
が
、
彼
の
心
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
、

ど
う
展
開
し
て
く
る
の
か
を
見
る
こ
と
は
な
い

（
11
（

」。
こ
れ
は
モ
ー
リ
ッ
ツ
が
、
創
刊
に
先
だ
っ
て
『
経
験
心
理
の
学
』
の
必
要
性
を
説
い
た
短
論
文
の
な
か
で
の

主
張
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
時
計
の
機
構
と
い
う
比
喩
で
も
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
行
為
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
場
と
し
て
心
を
眺
め
る
こ
と
は
、
判
例
集
や

犯
罪
者
の
小
説
を
読
む
こ
と
に
通
じ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
ど
う
や
っ
て
人
は
こ
の
心
の
深
み
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
。

「
自
ら
人
間
の
観
察
者
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
自
分
自
身
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
自
分
自
身
の
心
の
歴
史
を
、
自
分
の
最
も
ふ
る
い
子
ど

も
の
時
分
か
ら
で
き
る
だ
け
忠
実
に
描
き
出
す
こ
と
、
も
っ
と
も
昔
の
子
ど
も
時
分
の
想
い
出
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
、
何
で
あ
れ
意
味
な
き
も
の
と
考
え
て

は
な
ら
な
い

（
11
（

」。「［
…
］
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
観
察
者
は
、
自
分
自
身
か
ら
出
発
し
て
、
徐
々
に
、
子
ど
も
た
ち
、
若
者
た
ち
、
大
人
た
ち
、
年
寄
り
た
ち

の
、
表
情
、
言
葉
、
行
為
の
観
察
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
（11
（

」。

行
為
に
先
立
つ
心
の
仕
組
み
を
解
き
明
か
す
こ
の
試
み
は
、
ま
ず
自
ら
が
心
の
内
を
観
察
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ら
れ
る
。
母
親
に
抱
か
れ
て
見
た
と
お
も
わ

れ
る
あ
る
街
の
風
景
、
子
ど
も
の
頃
の
住
居
の
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
色
や
形
の
断
片
。
こ
う
し
た
断
片
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
時
代

の
記
憶
を
あ
つ
か
っ
た
記
事

（
（1（
（

は
、
読
者
が
自
分
自
身
の
心
を
の
ぞ
き
込
む
た
め
の
手
引
き
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
自
ら
の
心
の
奥

底
を
な
が
め
た
者
は
、
次
に
他
者
の
心
の
奥
へ
と
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。

心
の
奥
へ
と
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
が
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
ま
な
ざ
し
の
ベ
ク
ト
ル
の
違

い
も
確
か
に
重
要
で
は
あ
る
が
、
忘
れ
ず
に
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
自
分
自
身
で
さ
え
知
り
え
な
い
、
想
起
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
語
ら
れ
る
よ
う
な
内
奥
が

自
分
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
自
分
の
も
の
と
は
決
定
的
に
異
な
り
、
容
易
に
は
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
別
の
内
奥
を
も
つ
存
在
と
し
て
他
者
と
い
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う
も
の
が
立
ち
現
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
心
の
奥
底
を
眺
め
る
ま
な
ざ
し
が
教
育
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
実
践
さ
れ
て
い
た
こ

と
だ
。

『
経
験
心
理
の
学
』
が
観
察
者
と
し
て
想
定
し
て
い
る
の
は
、
意
外
な
こ
と
に
医
師
で
は
な
い
。
理
想
的
な
観
察
者
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
教
師
で
あ
っ

た
。「
学
校
教
師
そ
し
て
教
育
者
は
、
人
間
を
観
察
す
る
た
め
の
多
数
の
機
会
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
子
ど
も
た
ち
は
、
大
人
た
ち
の
よ
う
に
う
わ
べ
を
装

う
術
を
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
身
に
付
け
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
教
育
者
は
、
そ
の
観
察
対
象
を
絶
え
ず
観
察
で
き
る
と
い
う
利
点
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
学
校
教
師
は

そ
の
観
察
対
象
が
多
様
と
い
う
利
点
が
あ
る

（
（10
（

」。
義
務
教
育
の
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
、
教
師
と
は
区
別
さ
れ
て
呼
ば
れ
る
教
育
者
と
は
、
住
み
込
み
で
貴
族
や
市

民
の
子
ど
も
を
教
育
す
る
家
庭
教
師
の
よ
う
な
職
種
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
子
ど
も
と
長
い
時
間
接
す
る
教
師
と
い
う
職
種
は
、
人
間
観
察
に
適
任

で
、
ま
た
観
察
の
対
象
と
な
る
子
ど
も
も
ま
た
、
う
わ
べ
を
装
う
こ
と
は
し
な
い
の
で
、
観
察
の
対
象
と
し
て
最
適
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
教
師
は
、
子

ど
も
の
信
頼
を
ま
ず
勝
ち
得
て
、
そ
し
て
子
ど
も
に
悟
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
か
れ
ら
の
観
察
記
録
を
つ
け
続
け
る
こ
と

（
（10
（

が
奨
励
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
学
校
の
よ
う
な
教
育
の
現
場
が
人
間
観
察
の
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
教
育
の
世

紀
と
呼
ば
れ
た
一
八
世
紀
は
、
全
人
格
的
な
教
育
へ
の
関
心
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
教
育
制
度
の
整
備
や
教
育
内
容
の
向
上
が
は
か
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
し

か
し
同
時
に
こ
の
教
育
の
場
は
、
心
を
観
察
す
る
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も
た
ち
の
心
の
深
奥
へ
と

関
心
が
向
け
ら
れ
る
教
育
現
場
は
、
社
会
不
安
の
芽
を
若
い
う
ち
に
摘
み
取
ろ
う
と
す
る
鋭
い
監
視
の
目
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
場
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
教
育

の
不
適
合
者
を
心
の
病
つ
ま
り
不
道
徳
や
怠
惰
の
よ
う
な
悪
癖
と
し
て
処
置
ま
た
は
矯
正
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
心
へ
の

か
か
わ
り
が
、
自
ら
の
心
へ
の
自
己
反
省
と
い
う
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
教
育
を
受
け
る
子
ど
も
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
の
行
為
に
つ

い
て
第
三
者
の
視
点
に
た
っ
て
自
己
観
察
す
る
よ
う
な
内
面
の
統
制
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
監
視
や
規
律
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
の
機

会
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
が
、
例
え
ば
こ
の
時
期
に
は
、
教
育
に
お
け
る
賞
罰
に
つ
い
て
の
複
数
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
た

（
（10
（

。
こ
の
論
争
は
、
教

師
と
生
徒
の
関
係
に
つ
い
て
同
時
代
的
な
視
点
か
ら
反
省
す
る
試
み
で
あ
り
、
当
時
の
教
育
の
理
想
像
を
伝
え
る
格
好
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
論
争
も

ま
た
、
教
育
の
狭
義
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
し
ば
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
子
ど
も
の
心
へ
と
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
、
子
ど
も
の
心
の
矯
正
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
再
解
釈
す
る
こ
と
で
18
世
紀
の
教
育
環
境
の
い
ま
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
役
割
が
あ
き
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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注（
1
） Im

m
anuel K

ant, A
nthropologie in pragm

atischer H
insicht, 2. A

ufl., K
önigsberg 1800, V

orrede.

（
2
） Johann Georg Sulzer, A

llgem
eine T

heorie der Schönen K
ünste, 2. Bd., Leipzig 1774, S.918.

（
3
） Johann Casper Lavater, P
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ische Fragm

ente, zur B
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W
interthur 1775, S.33.

（
4
） 
人
間
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と
市
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的
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己
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識
と
の
関
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に
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い
て
。Günther M

ensching, V
ernunft und Selbstbehauptung. Zum
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A
ufklärung, in: Gerd Jüttem

ann, M
ichael Sonntag, Christoph W

ulf (H
gg.), D

ie Seele - Ihre G
eschichte im
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（
5
） 

心
身
問
題
と
し
て
の
心
と
身
体
の
問
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、
人
間
全
体
へ
の
関
心
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つ
い
て
は
下
記
を
参
照
の
こ
と
。H

ans-Jürgen Schings (H
g.), D

er ganze M
ensch, Stuttgart, 

W
eim

ar 1994.

（
6
） Ernst Platner, A

nthropologie für A
erzte und W

eltw
eise, 1. T

h., Leipzig 1772, S. IV
.

（
7
） A

ugust H
erm

ann N
iem

eyer, G
rundsätze der E

rziehung und des U
nterrichts, 2.A

ufl., Leipzig 1799, S.36.

（
8
） 

ザ
ロ
モ
ー
ン
・
マ
イ
モ
ン
が
編
集
主
幹
を
務
め
た
最
後
の
三
年
間
（
第
八
巻
、
九
巻
、
一
〇
巻
）
に
は
、
マ
イ
モ
ン
自
身
が
執
筆
し
た
哲
学
論
文
が
収
録
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

（
9
） 

最
近
の
研
究
と
し
て
は
下
記
の
も
の
が
あ
る
。V

gl. Georg Eckardt, M
atthias John, T

em
ilo van Zantw

ijk, Paul Ziche, A
nthropologie und em

pirische 

Psychologie um
 1800, K

öln, W
eim

ar, W
ien 2001, S.134ff.

（
10
） H

ans Förtst, M
athias A

ngerm
eyer, Robert H

ow
ard, K

arl Philipp M
oritz＇ Journal of E

m
pirical Psychology (1783-1793) - an analysis of 124 

case reports, in: Psychological M
edicine, 21, 1991, pp.299-304.

（
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） 

ベ
ル
の
分
類
（M

atthew
 Bell, T

he G
erm

an T
radition of Psychology in Literature and T

hought 1700-1840, Cam
bridge 2005, p.96.

）：
一
二
の
分

類
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
：
一　

教
師
の
視
点
か
ら
の
子
ど
も
の
性
格
描
写
、
二　

大
人
の
性
格
描
写
、　

三　

尋
常
で
は
な
い
夢
の
報
告
、
四　

ヒ
ス
テ
リ
ー
、
五　

パ
ラ
ノ
イ
ア
ま
た
は
心
気
症
、
六　

想
像
力
の
錯
乱
、
七　

無
気
力
、
八　

言
語
使
用
や
言
語
習
得
に
つ
い
て
、
九　

否
定
的
な
自
己
経
験
に
由
来
す
る
犯
罪
、
一
〇　

自
殺
、
一
一　

予
知
、
一
二　

臨
終
で
の
体
験 
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（
12
） Georg Eckhard, M

atthias John, T
em

ilo van Zantw
ijk, Paul Ziche (H

gg.), a. a. O
.

（
13
） K

arl Philipp M
oritz, K

arl Friedrich Pockels, Salom
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aim
on, (H

gg.), G
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（
14
） V

gl. Gunter M
ann, O

rgan der Seele - Seelenorgane: K
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ehirnanatom
ie und die G

eisteskrankheiten in der G
oethezeit, in: Gunter 

M
ann und Franz D

um
ont (H

gg.), G
ehirn - N

erven - Seele, Stuttgart 1988, S.133-158; O
laf Breidbach, D

ie M
aterialisierung des Ichs, Frankfurt 

am
 M

ain 1997.

（
15
） 

ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
研
究
書
を
参
照
。M

anuela M
ei, N

otio intellectus divini quom
odo prodeat, in: M

ichael A
lbrecht, Lothar 

K
reim

endahl, M
artin M

ulsow
 und Friedrich V

ollhardt (H
gg.), A

ufklärung, 23, 2011, S.97-122.  

（
16
） Christian W

olff, V
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edancken von G
ott, der W

elt und der Seele des M
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eue A
ufl., H

alle 1752, S.108.

（
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） V

gl. W
olff, a. a. O

., S.122.　
（
18
）V

gl. Johann Georg W
alch, Philosophisches Lexicon, 4.A

uf., Leipzig 1775, Sp.1083f.

（
19
） Johann gottlob K

rügers, V
ersuch einer E

xperim
ental=

Seelenlehre, H
alle und H

elm
städt 1756.

（
20
） V

gl., Carsten Zelle, E
xperim

entalseelenlehre und E
rfahrungsseelenkunde. Zur U

nterscheidung von E
rfahrung, Beobachtung und E

xperim
ent 

bei Johann G
ottlob K

rüger und K
arl Philipp M

oritz, in: D
ers., V

ernünftige Ä
rzte, T

übingen 2001, S.173-185, hier S.179.

（
21
） K

rügers, a. a. O
., S.1.　
（
22
） K

rügers, a. a. O
., S.6.

（
23
） K

rügers, A
nhang verschiedener W

ahnehm
ungen, w

elche zur E
rläuterung der Seelenlehre dienen, H

alle und H
elm

stedt 1756, S.4f.

（
24
） K

rügers, a. a. O
., S10.　

（
25
） K

rügers, a. a. O
., S.86f.

（
26
） Johann N

icolaus T
etens, Philosophische V

ersuche über die m
enschliche N

atur und ihre E
ntw

icklung, Leipzig 1777, S.730.

（
27
） A

llerneueste M
annigfaltigkeiten, 1.Jg., 1782, S.775. 

同
じ
記
事
は
記
事
は
、
下
記
雑
誌
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。A

nkündigung, eines M
agazins der 

E
rfahrungsseelenkunde, in: Berlinisches M

agazin der W
issenschaften und K

ünste,  Berlin 1782, S.183-187.

（
28
） A

llerneueste M
annigfaltigkeiten, 1.Jg. (1782), S.775, S.777.

（
29
） [M

oritz,] V
orschlag zu einem

 M
agazin einer E

rfahrungs-Seelenkunde, in: D
eutsches M

useum
, 1782, 1.Bd., S.485-503, hier S.486.

（
30
） E

rfahrungsseelenkunde, 1.Jg., 1.Bd, S.33. 

（
以
下
、
雑
誌
名
と
号
数
に
つ
い
て
は
略
称
を
用
い
る
。
例
え
ば
本
引
用
箇
所
は
、ES., 1-1, S.33.

） 
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（
31
） ES., 1-1, S.36.　
（
32
）ES., 1-1, S.37.　
（
33
）ES., 4-1, S.2.

（
34
） [M

agdalena Sybylla,] G
eistliche K

rancken-A
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（
35
） Johann Christoph M

aier, D
er G

eistlich-K
ranken G
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36
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lexander Chrichton, U
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atur und den U
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Zerrüttung, m

it A
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erkungen und Zusätzen von Johann 

Christoph H
offbauer, 2.A

ufl., Leipzig 1810, S. 508ff.

（
38
） Philippe Pinel, P

hilosophisch-M
edicinische A

bhandung über G
eistesverirrungen oder M

anie, aus dem
 Französischen übersetzt und m

it 

A
nm

erkungen versehen von M
ichael W

agner, W
ien 1801, IV

.A
bschnitt ; 

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ピ
ネ
ル
（
訳
：
影
山
任
佐
）『
精
神
病
に
関
す
る
医
学
＝
哲
学

論
』
中
央
洋
書
出
版
部 1990

、
４
章
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
39
） V

incenzo Chiarugi, A
bhandung über den W

ahnsinn überhaupt und insbesondere, eine freie und m
it einigen A

nm
erkungen versehene 

U
ebersetzung aus dem

 Italienischen, Leipzig 1795, S.37. 

（
40
） Im

m
anuel K

ant, A
nthropologie in pragm

atischer H
insicht, S.140. 

本
稿
に
て
参
照
し
た
第
二
版
で
はGem

uhts

と
い
う
語
が
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

降
の
版
で
は
、Seelenkrankheit

と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
心
の
病
と
い
う
訳
語
を
あ
て
た
。

（
41
） K

ant, a. a. O
., S.144-145.　
（
42
）K

ant, a. a. O
., S.144.

（
43
） 

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
伝
記
的
な
情
報
に
つ
い
て
は
以
下
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
。A

ndreas Eichler, G
. H

. Schubert - ein anderer H
um

boldt, N
iederfrohna 

2010. 

ま
た
下
記
の
著
作
で
は
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
著
作
とE.T

.A
.

ホ
フ
マ
ン
を
中
心
と
す
る
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
派
と
の
影
響
関
係
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
記
述
さ
れ
て
い

る
。D

etfel K
rem

er (H
g.), E

.T
.A

. H
off�m

ann Leben - W
erk - W

irkung, Berlin 2009, S.71ff.

（
44
） V

gl. Gotthilf H
einrich Schubert, A

nsichten von der N
achtseite der N

aturw
issenschaft, D

resden 1808, S.22.

（
45
） ES., 1-1, S.29.　
（
46
）ES., 4-1, S.11.　
（
47
）ES., 1-2, S.29-30.　
（
48
）ES., 4-1, S.2-3.　

（
49
） 

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（
訳
：
田
村
俶
）『
狂
気
の
歴
史
』
新
潮
社 1975 p.219f.　
（
50
）
フ
ー
コ
ー
、
前
掲
載
書
、p221.

（
51
） T

heodore Ziolkow
ski, G

erm
an R

om
anticism

 and Its Institutions, Princeton 1990, pp.143ff.
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eisen durch N
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れ
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あ
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ürdigkeiten zur E

rfahrungsseelenlehre und Charakterkunde, 1.Sam
m

lung, H
alle 1794, S.153f. 

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
ポ
ッ
ケ
ル
ス
の
こ
の
著
作
も
『
経
験
心
理
の
学
』
と
同
様
に
心
の
病
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
58
） Pockels, a. a. O

., S.167ff.　
（
59
）Pockels, a. a. O

., S.171.　
（
60
）Pockels. a. a. O

., S.166f.

（
61
） H

einrich Balthasar W
agnitz, H

istorische N
achrichten und Bem

erkungen über die m
erkw

ürdigsten Zuchthäuser in D
etuschland, 3 Bände, H

alle 

1791-1794, hier 1. Bd., H
alle 1791, S.35ff.

（
62
） W

agnitz, a. a. O
., S.39.　

（
63
）W

agnitz, U
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oralische V
erbesserung der Zuchthaus=

G
efangenen, H

alle 1787, S.19.

（
64
） W

agnitz, a. a. O
., S.19-20.　
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65
）ES., 3-2. S.2.　
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66
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67
）ES., 3-2, S.4.　
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（
70
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当
時
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代
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テ
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ト
に
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い
て
は
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下
記
の
版
に
よ
せ
ら
れ
た
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論
を
参
照
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こ
と
。Friedrich Schiller, V

erbrecher aus 

Infam
ie (1786), m

it K
om

m
entaren von H

einz M
üller-D

ietz und M
artin H

uber, Berlin 2006. 

ま
た
シ
ラ
ー
の
小
説
の
元
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な
っ
た
裁
判
記
録
を
含
め
た

作
品
の
成
立
史
に
つ
い
て
は
下
記
の
版
の
コ
メ
ン
タ
ー
ル
が
参
考
に
な
る
。Friedrich Schiller: D

er V
erbrecher aus verlorener E

hre, m
it K

om
m

entaren 

von A
lexander K

ošenina, Stuttgart 2014. 

（
71
） 

シ
ラ
ー
の
小
説
の
発
表
後
、
ア
ー
ベ
ル
は
小
説
の
も
と
と
な
っ
た
裁
判
記
録
に
手
を
い
れ
た
も
の
を
発
表
し
て
い
る
。Jacob Friedrich A

bel, Lebens=
G

eschichte 

Friedrich Schw
ans, in: D

ers., Sam
m

lung und E
rklärung m

erkw
ürdiger E

rscheinungen aus dem
 m

enschlichen Leben, 2. T
heil, Stuttgart 1787, S. 

1-86, hier S.59ff.

（
72
） Friedrich Schiller, V

erbrecher aus Infam
ie – eine w

ahre G
eschichte, in: T

halia, 1.Bd., 2.H
f., 1786, S. 20-58, hier S.22.　

（
73
）Schiller, a. a. O

., S.23.

（
74
） 

ド
イ
ツ
で
発
刊
さ
れ
た
ピ
タ
ヴ
ァ
ル
判
例
集
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。François Gayot de Pitaval, Causes célèbres et interessantes avec les jugem

ens 
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rzählung sonderbarer R
echtshändel, sam

m
t deren gerichtlichen E

ntscheidung, aus dem
 

französischen übersetzt von Gottfried K
iesew

etter, Leipzig 1747-1767; de Pitaval, M
erkw

ürdige R
echtsfälle als ein Beitrag zur G

eschichte 

der M
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erk des Pitaval durch m

ehrere V
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ピ
タ
ヴ
ァ
ル
の
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
研
究
書
を
参
考
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H
ans-Jürgen Lüsebrink, K

rim
inalität und Literatur im

 Frankreich des 18. Jahrhunderts, M
ünchen 1983.　

ピ
タ
ヴ
ァ
ル
の
判
例
集
を
嚆
矢
と
し
て
、

「
注
目
す
べ
き
事
件
」
ま
た
は
「
有
名
な
事
件
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
を
冠
す
る
類
似
の
法
令
集
（
た
だ
し
本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
純
粋
に
法
学
的
な
関
心
で
読
ま
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
）
が
多
数
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
75
） E.F. K

lein, U
eber das Studium

 m
erkw

ürdiger R
echtsfälle, in: A

nnalen der G
esetzgebung und R

echtsgelehrsam
keit, 6.Bd., 1790, S. 112-120, hier S.120.
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） V

gl., de Pitaval, E
rzählung sonderbarer R

echtshändel, sam
m

t deren gerichtlichen E
ntscheidung, V

orrede des H
errn Pitaval.

（
77
） de Pitaval (Schiller), V

orrede.　
（
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）de Pitaval (Schiller), V

orrede.　
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einrich Spieß, Biographien der Selbstm
örder, 4 Bände, 
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（
80
） Christian H

einrich Spieß, Biographien der W
ahnsinnigen, 4 Bände, Leipzig 1795-1796.

（
81
） A

ugust Gottlieb M
eißner, K
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inalgeschichten, W

ien 1813. 
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お
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に
引
用
さ
れ
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い
る
マ
イ
ス
ナ
ー
序
文
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一
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九
五
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刊
の
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ス
ケ
ッ
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Skizzen 

第
一
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部
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付
さ
れ
た
序
文
を
短
く
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
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） M
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., S.7.　
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eißner, a. a. O
., S.8.　

（
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）Spieß, Biographien der W

ahnsinnigen, 2.Bd., S.58-59.　
（
85
）Spieß, a. a. O

., S.59.

（
86
） N

eue allgem
eine deutsche Bibliothek, 26. Bd., 1796, 1.St., S.205.　

（
87
）Spieß, Biographien der W

ahnsinnigen, 1.Bd., S. IV
f.

（
88
） T
issot, A

bhandlung über die N
erven und deren K

rankheiten, deutsch herausgegeben von Joh. Christ. Gottlieb A
ckerm

ann, Lepzig 1781.

（
89
） T

issot, a. a. O
., 2.T

h., 2.Bd., S.171ff.　
（
90
）T

issot, a. a. O
., 1.T

h., 2.Bd., S265ff.　
（
91
）T

issot, a. a. O
., 1.T

h., 1.Bd., S.2.

（
92
） T

issot, a. a. O
., 1.T

h.,2.Bd., S.352.　
（
93
）V

gl. Ludw
ig V

ogel, D
iätetisches Lexikon, 3.Bd., V

orrede, S. V
II.　

（
94
）ES., 1-1, S.111-112.

（
95
） ES., 1-1, S.111.　
（
96
）ES., 1-1, S.112.　
（
97
）ES., 1-1, S.113.

（
98
） K

arl Philipp M
oritz, A

ussichten zu einer E
xperim

entalseelenlehre an H
errn D

irektor G
edike ..., Berlin 1782, S.18.　

（
99
）M

oritz, a. a. O
., S.15.
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（
100
） M

oritz, a. a. O
., S.18.　

（
101
） 

モ
ー
リ
ッ
ツ
が
心
理
学
的
小
説
と
副
題
を
つ
け
た
『
ア
ン
ト
ン
・
ラ
イ
ザ
ー
』（
一
七
八
五

−

九
四
）
は
、
こ
の
子
ど
も
時
代
の
記
憶
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
っ
て
（
初
出

はES., 2-1, 2-2, 8-1, 8-2

の
各
号
。
た
だ
し
同
雑
誌
に
収
録
さ
れ
た
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
を
書
き
と
め
た
断
片
と
は
全
く
異
な
り
、
創
作
の
手
の
加
え
ら
れ
た
文
学
作
品

で
あ
る
）、
と
り
わ
け
教
育
が
子
ど
も
に
与
え
る
悪
影
響
を
書
き
残
す
と
い
う
実
践
の
な
か
で
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。ES., 5-2, S.113.

（
102
） ES., 1-1, S.107.　
（
103
）ES., 1-1, S.108f.

（
104
） 

主
要
な
論
考
は
次
の
通
り
。
同
テ
ー
マ
の
著
作
は
一
九
世
紀
初
頭
ま
で
出
版
さ
れ
続
け
て
い
る
。Joachim

 H
einrich Cam

pe, Ü
ber das Zw

eckm
äßige in 

B
elohnungen und Strafen, in: D

ers. (H
g.), A

llgem
eine R

evision des gesam
m

ten Schul=
 und E

rziehungsw
esens, 10. T

heil, W
ien und 

Braunschw
eig 1788, S. 445-658; Friedrich Gabriel Rasew

itz, U
eber die N

atur und A
nw

endung der Strafen in E
rziehungsanstalten, in: D

ers. 

(H
g.), G

edanken V
orschläge und W

ünsche zur V
erbesserung der öff�entlichen E

rziehung, 2.Bd., 2.St., Berlin und Stettin 1779, S.103-134; Gottfried 

Große, U
eber die Schulstrafen und ihre A

nw
endung, in: Rasew

itz (H
g.), a. a. O

., 1.Bd., 4.St., 1778, S.57-88; Friedrich Gedicke, H
ofnung und 

Furcht, Lob und T
adel, auf der W

age des Pädagogen, in: D
ers., G

esam
m

lete Schulschriften, Berlin 1789,  S.40-75; A
ugust A

lbanus, U
eber 

pädagogische Strafen und Belohnungen, Riga 1797.
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Ein Blick, der in die Seele dringt. Diskursanalytische Überlegungen zum Begriff der 

„Seelenkrankheit“ im Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783-93)

Kotaro YOSHIDA

Im Gegensatz zum dualistischen Menschenbild treten im Laufe des 18. Jahrhunderts 

die bis dahin getrennten Sphären von Körper und Geist in eine Wechselbeziehung. 

Auf der Grundlage dieses Menschbildes bildet sich die neue Symptomatik der 

Seelenkrankheit aus. Das Krankheitsbild der Seelenkrankheit ist allerdings nicht nur das 

Produkt psychologischer, sondern auch philosophischer, religiöser und pädagogischer 

Deutungsmuster. Ziel meines Vortrags ist es, die Vielschichtigkeit dieses Krankheitsbildes 

im Kontext der Diskurse über die Seelenkrankheit des 18. Jahrhunderts zu erkunden. 

Dabei steht eine Reihe von Aufsätzen aus der Zeitschrift Gnothi Sauton – Magazin 

zur Erfahrungsseelenkunde (1783-93) im Mittelpunkt meiner Untersuchung. Darüber 

hinaus sollen auch Textsorten wie Berichte über Zuchthäuser in Deutschland oder die 

Prosaschriften Schillers mit einbezogen werden. Bei der Entstehung des Krankheitsbildes 

der Seelenkrankheit kommt einem spezifischen Blickverfahren eine entscheidende Rolle 

zu, das in die Tiefe der Seele dringt und eine Innengeschichte des Menschen schöpferisch 

erfasst. Am Ende meines Vortrags soll die Wirkung dieser Wahrnehmungsweise am 

Beispiel des institutionalisierten Beobachtungsverhältnisses von Lehrer und Schüler 

erläutert werden. 


